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『国際研究評論』発刊に際し 
 

国際交流研究センター⻑ 
岩重 聡美 

 
 2024 年度終盤を迎え、新たな「国際研究評論（英⽂誌名：Journal of Global Scholarship）」
を発刊するに⾄った。 

この評論は、もともと「東アジア評論」として本学東アジア研究所より永年にわたり発⾏
されていたものを、2023 年の⼤学内組織再編に伴い新たな評論名のもと発⾏したものであ
る。 
 ⻑崎県⽴⼤学国際交流研究センターの活動成果を公開するための機関誌でもある。グロ
ーバルな視点に基づく政治・経済・社会・⽂化等に関す研究および相互交流を促進すること
を⽬的としている。 

この⽬的のもと、本学内・外だけにとどまらず国内・外研究者たちがその研究成果を明ら
かにすると同時に研究者間での交流の成果を記した内容となっている。私の記憶は定かで
はないが、約 20 年前、本学の当時東アジア研究所所⻑の先⽣が中⼼となり、東アジアの⼤
学（中国：華僑⼤学、韓国：東亜⼤学校、数年遅れてベトナム：ドンア⼤学、本学）4 ⼤学
で、１年に１度研究者が集まりフォーラムを開催。そのフォーラムでは、多様なテーマのも
と多くの議論がなされ、研究者間での交流を深めそしてその成果としてこの評論へ投稿す
るとの流れを作っていただいた。メンバーになった先⽣⽅は、その設⽴発⾜当初こそ若⼲の
不慣れな感はあったものの、今では１年に１度のフォーラム開催を⾮常に楽しみに待って
いただき、研究者だけではなく研究者の卵である⼤学院⽣にもオブザーバーとしての参加
と研究報告の機会が与えられている。もちろんこの評論への投稿も可能である。このような
報告と投稿の機会は、われわれ研究者はもちろんのこと⼤学院⽣には⾮常に貴重で有意義
な機会であることは間違いない。⼤学に属する研究者には研究・教育そして社会貢献という
3つのミッションがある。もちろんそれぞれの研究者が⾃分の専⾨性を磨きその研ぎ澄まさ
れた成果をもとに提供するものであるが、他の評論と異なることはその成果が研究者間で
の永年にわたる交流に根付き、信頼関係のもとに成り⽴っている点である。 

フォーラム参加者からの投稿だけではなく、幅広く多くの研究者の⽅々よりの投稿をも
いただいている。 

国境を越え⼤学を超えそして専⾨の壁を払い研究は継続される。 
この評論の発⾏は、国際的社会貢献の１つであるといっても過⾔ではなかろう。 
このような貴重な組織の設⽴、評論の発⾏そしてその穂を⽌めず継続していただいた諸

先輩⽅並びに先⽣⽅へ⼼より深い感謝を申し上げると同時に、今後は、その志を若い研究者
が引き継ぎ、さらに発展されんことを強く願って次世代の研究者へ引き継ぎたい。 
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〈研究論文〉

Jeeseon KIM*

A Study on the Status of Korea’s Integrated Resorts (IR) and 
Educational Curricula on Tourism

* Professor. Department of Business Administration, Faculty of Commerce, University of Nagasaki.

Ⅰ． Introduction

Recently, the integrated resorts (IR) as a plat-

form for various entertainment and leisure facilities 

such as hotels, shopping centers, gaming facilities, 

and convention centers has been gaining traction 

(Kim, 2022). In particular, for Korea, where there is 

limited availability of natural landscape for tourism, 

the development of IR has become a key means to 

enhance the competitiveness of the domestic tour-

ism industry, especially for job creation and regional 

economic revitalization. There are a total of 18 casi-

nos operating in Korea, 17 of which are open only 

for foreigners, with only Kangwon Land accessible 

to domestic tourists.

As such, while foreign tourists are the main 

target of the Korean casino industry, due to the 

restrictions of international travel from the impact of 

the COVID-19 pandemic, the number of visits to IR 

casinos had significantly decreased (Pyeon, 2020). 

As of August 2020, the number of Chinese VIP visi-

tors to Paradise Casino had decreased by 92.3% 

compared to 2019, and Japanese VIP visitors had 

dropped by 99.8% in the same period (Pyeon, 2020). 

In addition, with exception to government-owned 

enterprises such as Kangwon Land and Grand Korea 

Leisure (GKL), the remaining 17 foreigner-exclu-

sive casino businesses drastically reduced their 

workforce and underwent restructuring, resulting in 

a decrease in total employment in relevant sectors 

(Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2023). As 

a result, the number of employees in the domestic 

casino industry decreased by 15.9%—from 7,925 in 

April 2020 to 6,688 in April 2022 (Ministry of Cul-

ture, Sports, and Tourism, 2022). When the Chinese 

group tours resumed after the pandemic, the industry 

enjoyed a revival in the number of visitors to the for-

eigner-exclusive casinos, but also faced significant 

shortage of labor (Kim, 2023a). Moreover, with the 

approval from the Ministry of Culture, Sports and 

Tourism on the establishment of the large-scale 

Inspire Entertainment Resort near the Incheon Inter-

national Airport in early 2024, the industry is 

experiencing a severe lack of experienced labor 

force.

As of January 2021, there were approximately 

10,000 graduates annually from 115 universities 

with tourism courses that entered the tourism job 
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market, and it was widely recognized within the 

tourism industry that absorbing 35% of the gradu-

ates per annum is near impossible (JIBS News, 

2023, November 25). However, due to the sudden 

influx of tourists and the constant decrease in num-

ber of graduates from tourism-related majors, the 

new demand for works from the IR has surpassed 

the supply, leading to a vicious cycle of declining 

customer service quality, reduction of tourists due to 

poor reviews, and delays in development of new 

tourism products and services, further putting pres-

sure on the industry (Jegal, 2023; Tourism & Leisure 

Industrial Skills Council, 2024). 

As such, investment in human resources is 

essential to increase the supply of talent for the tour-

ism industry in response to the rapidly changing 

domestic and international market. This study aims 

to examine the current status of the IR industry 

including casinos in Korea, and its related educa-

tional curricula, in order to proactively mitigate the 

talent shortage projected in Japan's IR industry, as 

the Osaka Integrated Resort is expected to open by 

2030.

Ⅱ. Status and Analysis of IR in Korea

1. Mapping Casinos in Korea

Table 1 presents the status of casinos in Korea. 

Out of a total of 18 operating casinos there are 17 

foreigner-exclusive casinos and 1 domestic-accessi-

ble casino (Kangwon Land Casino). The total number 

of employees across the 18 casinos amounts to 8,760 

(6,683 at the 17 foreigner-exclusive casinos and 2,077 

at the 1 domestic-accessible casino). In 2023, the total 

number of casino visitors was 4,480,166, and the total 

licensed area for casino activities was 69,588.49 m². 

Additionally, Table 2 shows the number of casino vis-

itors compared to the number of foreign tourists by 

year (Ministry of Culture, Sports, and Tourism, 

2024).)

Table 1. Casinos in Korea
(As of April, 2024)

Location Name of Casino
[Name of Corporation]

Founding
date

Operation 
Type (Rating)

Number of 
Employees

Visitors in 
2023

Licensed 
area (m2)

Seoul

Paradise Casino Walkerhill
[Paradise Group]

1968,
Mar. 5

Lease
(5 Star) 968 423,304 2,694.23

Seven Luck Casino Gangnam Coex
[Grand Korea Leisure Co., Ltd.]

2005,
Jan. 28

Lease 
(Convention 

hotel)
893 262,789 2,158.32

Seven Luck Casino Dragon City
[Grand Korea Leisure Co., Ltd.]

2005,
Jan. 28

Lease
(5 Star) 525 397,984 2,137.20

Busan

Seven Luck Casino, Busan Lotte
[Grand Korea Leisure Co., Ltd.]

2005,
Jan. 28

Lease
(5 Star) 337 129,052 1,583.73

Casino Paradise Busan
[Paradise Group]

1978,
Oct. 29

Lease
(5 Star) 265 78,186 1,483.66
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※ Sales: Based on sales subject to tourism fund levy 
※ Number of employees (as of 2024, April): Based on total number of employees including contract based positions and 

permanent employees
※ The number of employees for Paradise Casino Walkerhill includes head office personnel, and Seven Luck Casino 

Gangnam COEX branch includes head office and marketing personnel.
※ The number of employees for Paradise City, Inspire Casino, Dream Tower Casino, and Landing Casino is based on 

casino personnel among resort complexes.
※ The number of employees for Kangwon Land Casino is based on casino personnel among resort complexes, including 

sales department.
Source: Edited from Ministry of Culture, Sports and Tourism of Republic of Korea (2024)

Incheon

Paradise City
[Paradise Segasammy Co., Ltd.]

1967,
Aug. 10

Direct 
Management

(5 Star)
852 298,076 8,726.80

Inspire Casino
[Inspire Integrated Resort Inc.]

2024,
Jan. 23

Direct 
Management

(5 Star)
1,063 - 14,372.00

Gangwon Alpensia Casino
[Jibas Inc.]

1980,
Dec. 9

Lease
(5 Star) 5 73 632.69

Daegu Hotel Inter Burgo Daegu
[Golden Crown Leisure Co., Ltd.]

1979,
Apr. 11

Lease
(5 Star) 154 70,376 1,485.24

Jeju

Gongzi Casino
[Gil Sang Chang Hui LLC]

1975,
Oct. 15

Lease
(5 Star) 65 4,129 1,604.84

Paradise Casino Jeju Grand
[Paradise Group]

1990,
Sep. 1

Lease
(5 Star) 187 47,327 1,159.92

Seven Star Casino
[Cheonghae Inc.]

1991,
Jul. 31

Lease
(5 Star) 170 17,926 1,175.85

Jeju Oriental Hotel Casino
[Geonha Inc.]

1990,
Nov. 6

Lease
(5 Star) 50 5,885 865.25

Jeju Dream Tower Casino
[Lotte Entertainment Co.]

1985,
Apr. 11

Lease
(5 Star) 742 266,864 5,529.63

Jeju Sun Casino
[Gnl Inc.]

1990,
Sep. 1

Direct 
Management

(5 Star)
63 6,237 1,509.12

Landing Casino (Jeju Shinhwa World) 
[Landing Entertainment Korea 

Co.,Ltd.]

1990,
Sep. 1

Lease
(5 Star) 311 58,169 5,641.10

Mega Luck Casino
[Mega Luck Inc.]

1995,
Dec. 28

Lease
(5 Star) 33 707 1,347.72

13 Corporations and 17 Casinos (foreigner- exclusive)

Direct 
Management

3
Lease:14

6,683 2,067,084 54,107.30

Gangwon Kangwon Land Casino (High1 Resort)
[Kangwon Land, Inc.] ‘00.10.12

Direct 
Management 

(5 Star)
2,077 2,413,082 15,481.19

14 Corporations and 18 Casinos (for both foreign and domestic 
visitors)

Direct 
Management:4

Lease:14
8,760 4,480,166 69,588.49
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2. Status and Analysis of IR

(1) Kangwon Land IR Casino Business

Kangwon Land is the only casino in Korea 

where domestic tourists are allowed to enter. It was 

established in June 1998 under the Special Act on the 

Assistance to the Development of Abandoned Mine 

Areas and opened as a small casino on October 12, 

2000. As of April 2024, it has the largest number of 

employees among the 18 operating casinos, totaling 

2,077 employees. Its licensed area is 15,481.19 m², 

making it the largest of the 18 casinos as well (Minis-

try of Culture, Sports and Tourism, 2024). According 

to the Special Act, for the sake of public interest and 

efficiency, Korean government subsidiaries own 

51.0% of Kangwon Land, while foreign investors 

hold 14.5%, and 5.2% is held in company shares 

(Kangwon Land, 2024), As of December 2023, the 

Korea Mine Reclamation Corporation held 36.3% of 

the total shares, and the National Pension Service 

Table 2 Annual Comparison of Foreign Tourists and Casino Visitors
(Unit: person, %)

Year Foreign tourists (A) Casino visitors (B)
Percentage of foreign 

tourists visiting casinos 
(B/A)

Year-on-year increase/
decrease rate of casino 

visitors (%)

2010 8,797,658 1,945,819 22.1 16.0

2011 9,794,796 2,100,698 21.4 8.0

2012 11,140,028 2,384,214 21.4 13.5

2013 12,175,550 2,707,315 22.2 13.6

2014 14,201,516 2,961,833 20.9 9.4

2015 13,231,651 2,613,620 19.8 -11.8

2016 17,241,823 2,362,544 13.7 -9.6

2017 13,335,758 2,216,459 16.6 -6.2

2018 15,346,879 2,839,017 18.5 28.1

2019 17,502,756 3,233,761 18.5 13.9

2020 2,519,118 1,160,967 46.1 -64.1

2021 967,003 708,571 73.3 -39.0

2022 3,198,017 1,105,293 34.6 56.0

2023 11,031,665 2,067,084 18.7 87.0

※ Casino users are based on foreigner-exclusive casinos in both mainland and Jeju Island.
Source: Edited from Ministry of Culture, Sports and Tourism of Republic of Korea (2024)
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held 4.9% (Kangwon Land, 2024).

(2) Grand Korea Leisure (GKL)

Grand Korea Leisure (GKL), a subsidiary of 

the Korea Tourism Organization, was established in 

2005. It operates three foreigner-exclusive casino 

branches under the brand "Seven Luck Casino" at 

Gangnam COEX, Seoul Dragon City, and Busan 

Lotte, which all opened on January 28, 2005 (Minis-

try of Culture, Sports and Tourism, 2024). The 

Korea Tourism Organization holds 51.0% of the 

shares, and the National Pension Service holds 

8.75% (Grand Korea Leisure, 2021). Under the Act 

on the Operation of Public Institutions, GKL is clas-

sified as a quasi-market-based public corporation, 

operating with the goal of supporting the growth of 

the tourism industry, realizing social value, and con-

tributing to the national economy. 

(3) Paradise Group

Paradise Group, a leader in the domestic for-

eigner-exclusive casino industry, began operations 

in 1967 with the opening of Incheon Olympus Hotel 

Casino (currently renamed as Paradise City)—the 

country’s first foreigner-exclusive casino. It now 

operates at three more locations in Seoul, Busan, 

and Jeju Island, and the Incheon Paradise City 

Casino has been expanded into an IR (Kim, 2024). 

As of December 2023, Paradise Global Inc. holds 

37.9% of the shares, and the Kaywon Academy 

holds 4.1% (Kim, 2024). By April 2023, Paradise 

Walkerhill Casino employed the largest number of 

staff, with 968 employees (Ministry of Culture, 

Sports and Tourism, 2024).

(4) Inspire Casino Integrated Resort

Inspire Casino was established by Inspire Inte-

grated Resort Inc. on January 23, 2024. With an area 

of 14,372.00 m², it is currently under Representative 

Chen Xi, and the number of casino employees 

reached 1,063, making it the second-largest casino 

in Korea after Kangwon Land (Ministry of Culture, 

Sports and Tourism, 2024). In 2024, three hotels 

with a total of 1,275 rooms, an indoor water park 

"Splash Bay," an arena with a seating capacity of 

15,000, digital entertainment street "Aurora Street," 

restaurants, and the foreigner-exclusive Inspire 

Casino began its operation.

(5) IR in Other Countries

Looking at the economic impact of IR in other 

countries, the Marina Bay Sands and Resorts World 

Sentosa in Singapore started their operation in 2010, 

and as of 2013, these resorts comprised 1.5-2% of 

Singapore’s GDP and created approximately 60,000 

quality jobs (Lee, 2013). In Macau, the development 

of IR has resulted in nearly 28 million annual tourists 

visiting the city state and the industry demonstrated 

high employment levels (Lee, 2013).

In addition, Japan's Osaka Integrated Resort is 

scheduled to open in 2030, which will comprise a 

casino accessible to both domestic and foreign visi-

tors, three luxury hotels with a total of 2,500 rooms, 

a convention center size of 100,000 m², a multi-pur-

pose theater with 35,000 seats, and various shopping 

and leisure facilities. The IR is expected to create 

around 200,000 jobs and generate an economic 

impact of approximately 1 trillion Yen (approxi-

mately 6.6 billion USD) annually in Osaka and its 

surrounding areas. Moreover, Osaka is expected to 

attract 20 million visitors annually, including 6 mil-

lion foreign tourists, generating about 100 billion 
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Yen (approximately 667 million USD) in tax reve-

nue (Seo, 2023).

(6) Future Trends in Korea

In the International Business Center (IBC-III) 

area of the Incheon International Airport, following 

the opening of the Inspire Entertainment Resort on 

January 23, 2024, U.S.-based company Mohegan 

Gaming & Entertainment (MGE) announced that it 

will build the largest IR in Northeast Asia, covering 

4.3 million m², in Yeongjong Island, by 2046 (Ha, 

2023). Furthermore, Inspire Entertainment Resort 

officially announced plans to recruit a large work-

force for its operations, including in entertainment, 

retail, casino, and hotel services sectors (Lee, 2022). 

Therefore, with the opening of the Inspire Entertain-

ment Resort in Incheon, Yeongjong Island, and the 

approval of the Ministry of Culture, Sports and 

Tourism in 2024, the need for talent development 

and the recruitment of specialized personnel to oper-

ate the key infrastructure of IR is becoming urgent.

Ⅲ. Analysis of Tourism-relevant Curriculum

1. Defining Curriculum

The term “curriculum”, also known as "course 

of study," was originally used to refer to subjects, 

learning processes, and textbooks. However, its defi-

nition has expanded to vary depending on how 

educational content is systematized according to 

industry needs, measured by mindsets, and struc-

tured through experiential learning (Ahn, 2011). 

Dewey (1916) claimed that all curricula are funda-

mentally related to vocational skills. Furthermore, a 

curriculum can be defined as a service delivered 

through a consumer-supplier relationship between 

the instructor and the student, including all activities 

with direct interaction between the two (Choi, 

2014). A curriculum is also seen as a systematic plan 

to achieve educational goals by selecting and orga-

nizing learning material to answer the question on 

how students can acquire the knowledge. At the uni-

versity level, schools are working to predict and 

respond to changes in the industrial ecosystem, 

focusing on practical skills development (Park, 

2016).

Therefore, there needs to be education targeted 

to foster professionals needed in the tourism indus-

try, for which systematic curricula design is essential 

to meet industry demand identified by experts by 

promoting practical skills through industry-univer-

sity partnerships that will include internship 

opportunities (Choi, 2012; Kim, 2016).

2. History of Trends in Research on Tourism-rele-

vant Curricula

Tertiary education in tourism began with hotel 

management, and its roots can be traced back to the 

establishment of the École Hôtelière de Lausanne 

(EHL) Hospitality Business School in Switzerland in 

1893, followed by the hospitality management pro-

gram at Cornell University in the United States in 

1922 (Hsu, Xiao & Chen, 2017). During the 1960s 

and 1970s, tourism education transitioned from tech-

nical and vocational schools to undergraduate and 

graduate programs (Ring, Dickinger & Wober, 2009), 

focusing on vocational skills with a foundation in 

management studies (Tribe, 2001).   In the 1980s, 

debates surrounding tourism curricula intensified, and 
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since the field was considered to lack theoretical 

foundation to be classified as a complete academic 

discipline, it required adaptation of theories from rele-

vant fields and multidisciplinary, interdisciplinary, 

and transdisciplinary approaches to tourism research 

were proposed (Bodewes, 1981). The 1990s saw a 

shift toward student-centered curriculum develop-

ment, with a focus on the hospitality industry and 

business management (Tribe, 2001). From the 2000s 

onward, the curricula matured and evolved into more 

balanced programs that integrated theory and prac-

tice, including broader discussions on teaching 

methods and the role of tourism education (Tribe, 

2001). The first tourism-related education in Korea 

started in 1962 with the introduction of the Tourism 

Major at Gyeonggi Women's Junior College, followed 

by the establishment of a relevant department at 

Gyeonggi University in 1964 (Kim, 2016). Research 

on tourism curricula in Korea began in the late 1980s, 

initially focusing on curriculum development and 

improvements for undergraduate programs. From the 

1990s, studies expanded to include the structure of 

tourism geography courses and graduate-level curric-

ula (Ko & Jeong, 2013). In the 2000s, research on 

tourism curricula became relatively detailed, explor-

ing sub-divisions like hotel management, cruise 

management, and e-learning courses (Ko & Jeong, 

2013). Since 2010, curriculum development research 

has been the most active, with research based on com-

petencies such as the National Competency Standards 

(NSC) conducted according to specialized fields such 

as hotel, casino, and aviation, including diversifying 

learning formats such internships, e-learning, study-

abroad activities, employment, and entrepreneurship 

that provides sector-targeted approach (Jung, 2021). 

Table 3 presents the educational institutions in 

Korea, offering courses relevant to hotel and casino 

industries, which are critical to human resources 

development for IR. It includes one graduate school, 

one university, and six community colleges, signaling 

a significant shortage of educational institutions capa-

ble of producing professional labor force for these 

services, with only one four-year university offering 

such programs.

Table 3. Education institutions related to hotels and casinos

Classification
Educational Institution

School Program

Specialized Graduate School Kyonggi University Graduate School of 
Tourism

Hotel, Casino, and Convention 
Management Major

University Hanseo University Hotel Casino Tourism Major

Community College

Jeju Tourism College Casino Management Major

Jeju Tourism College Casino Integrated Resort Management 
Major

Yeungnam University College Division of Tourism

Yeungnam University College Casino & Surveillance Major
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Community College
Kyung-In Women's University Department of Hotel Tourism 

Management

Kookje University Hotel Casino Tourism Major

Academic Credit Bank System

KwangWoon University Casino Dealer Course

Kaywon University of Arts and Design Paradise School of Hospitality, Casino 
Service Major

Mayfield Hotel School Hotel and Casino Course

Seoul Hyundai Occupational Training 
College Hotel and Casino Course

Korea Hotel & Tourism Occupational 
Training College Department of Hotel and Casino

Source: Edited from Jin, C. & Choi, E. (2024).

Ⅳ. Conclusion

This study analyzed the status of IR with casi-

nos in Korea and relevant courses offered in Korean 

tertiary education institutions. By understanding the 

industrial and educational situation in Korea, which 

is geographically close to Japan and has a mature IR 

industry, the study contributes to suggesting a proac-

tive approach in introducing adequate curriculum to 

nurture talent in hotel, casino, and tourism industries 

as a mitigation measure towards expected shortage 

of labor force for the new IR in Osaka, Japan that 

will be open by 2030. 

The research confirmed the issue of severe 

labor shortage caused by the decrease in the labor 

pool due to COVID-19 and the large-scale recruit-

ment from the opening of the Inspire Entertainment 

Resort in Incheon, in 2024. It was found that there is 

a significant lack of educational institutions and cur-

ricula capable of training specialized talents, with 

only one graduate school, one four-year university, 

and six community colleges offering programs in the 

hotel and casino fields.

Given the rapidly changing domestic and inter-

national environment of the IR industry, inadequate 

measures in nurturing professional manpower can 

lead to a decline in the growth of the tourism indus-

try due to risky investment environment and job 

insecurity. Therefore, recognizing the prospective 

negative impact of labor shortage on international 

competitiveness of Japanese IR industry and the 

overall tourism industry of Japan, it can be con-

cluded that enhancing the educational environment 

related to the IR industry is essential to proactively 

address future changes in the talent recruitment 

structure. Future research will be conducted to scope 

the hotel and casino tourism research trends in Japan 

and identify gaps in the existing curriculum to propose 

solutions to secure a reliable pool of professionals in 

the IR industry.
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Ⅰ． Introduction

This paper is an empirical study that compares en-

trepreneurial market environments internationally.

In terms of the environment for creating entre-

preneurs, three environmental factors were identi-

fied.

These were: “the process of recognizing busi-

ness opportunities”, “the degree of openness of the 

domestic market (ease of entry)”, and “the ease of 

raising funds (equity and debt)”.

This paper consists of five chapters that in-

cludes the chair presentation at Management session 

on the 13th east Asia Academic Exchange Forum 

(Hosted by Graduate School of International Stud-

ies, Dong-A University, Confucius Institute, Dong-A 

University). The process of entrepreneurs' recogni-

tion of business opportunities is discussed in Chap-

ter 2.

As entrepreneurs' technological innovations 

bring about new processes, products, markets, and 

ways of organizing, entrepreneurs must discover op-

portunities to utilize new technologies. Research has 

not sufficiently explained why entrepreneurs discov-

er such business opportunities, and some conceptual 

problems have arisen in the literature on entrepre-

neurship.

According to Kirzner (1985), the theory of the 

process of discovering business opportunities is that 

entrepreneurs do not always select alternative mar-

ket opportunities for new technologies. The source 

of entrepreneurship is the difference in information 

about opportunities. The results of previous research 

on the use of entrepreneurship may be biased. Indi-

vidual differences affect the opportunities people 

discover, the organization of their entrepreneurial 

efforts, and the ways in which governments influ-

ence this process. The Austrian School approach, 

unlike the neoclassical approach discussed below, 

emphasizes the process leading to the suburbs. 
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Kirzner's “alertness” approach views entrepreneurs 

as price signals and defines entrepreneurs as actors 

who lead to equilibrium.

The distinctive feature of Kirzner's (1997) ap-

proach is the signal price function (alertness) of entre-

preneurs. By buying and selling goods and services in 

response to the discovery of price imbalances, indi-

viduals gain or lose entrepreneurial profits. The pro-

cess of entrepreneurial alert pricing decisions leads 

the economy from imbalance to equilibrium. The 

Austrian School of Economics assumes that business 

opportunities are not equally visible to everyone.

Who becomes an entrepreneur depends on ac-

cess to information rather than individual attribute 

alone. This process is also influenced external factors 

beyond personal ability or motivation. 

The degree of openness of the domestic market 

was discussed in Chapter 3. In the discussion of 

whether entrepreneurship leads to innovation, it was 

pointed out that the development paths (corridors) 

differ between entrepreneurship in informal markets 

aimed at self-employment (necessity driven) for 

living and entrepreneurship for more advanced inno-

vation (opportunity driven), and the generation of 

open markets (internal openness) for the formation of 

markets necessary for the latter was discussed sepa-

rately from informal markets.

In Chapter 4, it was hypothesized that the com-

position of financial assets held by households in each 

country would affect the “ease of raising funds for en-

trepreneurship” in the capital markets that generate 

entrepreneurship, depending on the policies and cus-

toms of each country. The ratio of financial assets for 

investment (stocks/bonds, bank deposits) to house-

hold assets was confirmed. The study looked at six 

countries: Japan, the United States, the United King-

dom, Germany, Taiwan and South Korea, and referred 

to time-series data from 2015 to 2022. The results 

showed that in the United States and Taiwan, there 

was a trend towards preferring stocks and bonds, 

while in Japan and Germany, bank deposits were the 

mainstream. In the UK, we confirmed that there was a 

tendency for banks to move away from rural areas 

and for pension funds to divert funds into stocks, 

which may make it difficult for capital market funds 

to access new businesses (Mayer, 2024).

The summary of this paper is in Chapter 5. We 

examined the relationship between the ease of raising 

funds and the degree of market openness and con-

firmed that there was a significant relationship. As an 

implication, we discussed the issues involved in 

creating a unique capital market for fostering entre-

preneurs.

II. Entrepreneurship Studies on (neo-)clas-
sical economics

1. Markets are imperfect

Throughout the history of entrepreneurial theo-

ry, researchers from multiple fields of social sciences 

have long grappled with diverse interpretations and 

definitions in an attempt to conceptualize this abstract 

concept. Today, there is no single definition of entre-

preneurship that all economists accept, nor is there a 

single definition of entrepreneurship that can be ap-

plied to all economies. The first formal recognition of 

the need for entrepreneurship in production was due 

to Alfred Marshall in 1890. In his famous treatise, 

“Principles of Economics”, Marshall listed the four 

factors of production as land, labor, capital and orga-

nization. Organization is the coordinating factor that 



　An Essay on the Process of Business Opportunities

− 15 −

brings the other factors together, and Marshall be-

lieved that entrepreneurship was the driving force of 

organization.

Like Mill, Marshall suggests that the skills asso-

ciated with entrepreneurship are scarce and the supply 

is limited. Marshall claims that the abilities of entre-

preneurs are “so great, so numerous, and so few can 

display them all at a very high level” (1994). Howev-

er, Marshall also suggests that the skills needed to be-

come an entrepreneur can be taught. Unfortunately, 

the economic environment surrounding entrepreneurs 

often limits opportunities. Furthermore, while entre-

preneurs share certain skills, they are all different and 

their success depends on the economic conditions in 

which they attempt to do business (Marshall, 1994). 

In his writings, Schumpeter argues that entrepreneur-

ship requires “extraordinary abilities” and laments the 

lack of an appropriate English synonym that encom-

passes the specific meaning of the French word “en-

trepreneur” (Schumpeter, 1951).1.

In modern times, research that is keen to active-

ly incorporate the role of entrepreneurs into market 

mechanisms can be seen in Kirzner (1985) of the 

Austrian School. He argues that the role of entrepre-

neurs is to recognize business opportunities and to 

function as price signals. Kirzner suggests that the 

process of innovation is spontaneous “unreflective 

learning” (Kirzner, 1985, p. 10).

This is a departure from mainstream classical 

theory. In the mainstream general equilibrium frame-

work, the efficient market hypothesis (Fama, 1970) is 

adopted, and at any point in time, all opportunities are 

recognized, and all transactions are perfectly coordi-

nated, so it is impossible to find inconsistencies that 

generate entrepreneurial profits. In the equilibrium 

framework, it is impossible to recognize opportunities 

that other people are not seeing. For this reason, 

Kirzner explains entrepreneurship not through equi-

librium theory, but by identifying individuals who 

prefer to become entrepreneurs. In their model, Kil-

strom and Laffont (1979) adopted Kight's (1921) ap-

proach and attempted to elucidate the mechanism of 

entrepreneurship by incorporating the profit motive 

into “uncertainty.” 2. In other words, they propose that 

the more people prefer uncertainty, the more they will 

choose to become entrepreneurs, and the less they 

prefer uncertainty, the more they will choose to be-

come employees. In other words, the equilibrium the-

ory assumes that (1) everyone can recognize all entre-

preneurial opportunities, and (2) whether to become 

an entrepreneur is determined by people's basic attri-

butes, not by information about opportunities.

In this way, the Austrian School of economics 

believes that the neoclassical equilibrium approach 

cannot provide a theoretical framework for under-

standing market processes. They believe that an effec-

tive theory of the market system cannot assume equi-

librium and must be able to explain how the market 

achieves equilibrium from an initial non-equilibrium 

condition (Kirzner 1997).

The Austrian School is now a branch of the neo-

classical school, and it assumes that markets are made 

up of people with different information (Hayek 1945). 

Since market actors all have their own information, 

people can find specific opportunities that others can-

not see, even if they are not actively looking for such 

opportunities. Due to differences in information, peo-

ple find different values in specific goods and services 

and offer different prices to obtain them. Buying and 

selling goods and services in response to the discov-

ery of price imbalances directs Knight's image of the 

entrepreneur, who finds “profit” in “risk and uncer-
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tainty,” where individuals can profit or suffer losses as 

entrepreneurs.

The Austrian School's explanation of entrepre-

neurship creates its own implications regarding who 

becomes an entrepreneur, how entrepreneurial efforts 

are organized in the economy, and how the govern-

ment can influence the entrepreneurial process. For 

example, neoclassical economists assume that the world 

of neoclassical entrepreneurship is one in which the gen-

eralization of existing technology is carried out by a 

single entrepreneur alone, and that neoclassical entre-

preneurship is based on individuals, not organiza-

tions.

In understanding the entrepreneurial process, it 

is important to explain the cognitive process of recog-

nizing business opportunities as “rare” and that the 

discovery of business opportunities is not “rational” 

as in the neoclassical school, but “imperfect”. There-

fore, applying the hypothesis derived from the Austrian 

school framework to empirical studies would be a 

meaningful approach.

2. The Opportunity Discovery Process

When an individual recognizes a business opportuni-

ty and the profit motive of an entrepreneur is born, 

they must discover that the opportunity has value.

Kirzner (1997) explains as follows: “The dis-

covery of a pure profit opportunity cannot be the ob-

ject of systematic search, by its very nature. System-

atic searching can be done for missing information 

fragments, but this is because the searcher is aware of 

what he or she does not know and is aware of how to 

obtain the missing information with a certain degree 

of certainty. Therefore, it is suggested that entrepre-

neurs do not discover business opportunities for start-

ing a business through searching, but rather by recog-

nizing the value of new information obtained by 

chance through other means. This is an important ele-

ment in the framework of the Austrian School.

Figure.1 The Opportunity Discovery Process

Source  Kirzner（1985） figured by author
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The process shown in Figure 1 indicates that 

business opportunities (profit opportunities) are op-

portunities to create new products, services, raw ma-

terials, and organizational methods that can be sold 

at a price higher than the production cost (Casson 

1982). These business opportunities exist because 

different people possess different information 

(Kirzner 1997). The fact that information is incom-

plete means that in any market transaction, people 

must guess at each other's beliefs about many things 

(Kirzner 1973). Since these guesses can be wrong, 

this process can sometimes lead to errors that result 

in the misallocation of resources. When someone re-

alizes that resources are being misallocated and rec-

ognizes that the resources are not being used for 

their “optimal use”, they obtain the resources, re-

combine them, and sell them at a price higher than 

the cost of obtaining and recombining them (Casson 

1982), which is the entrepreneurial process of recog-

nizing business opportunities.

Also, not all people recognize the scarcity val-

ue of business opportunities, so entrepreneurs can 

obtain resources at a price below the market price (a 

price that already incorporates risk) (Venkataraman 

1997). If the owner of the resource had recognized 

the same opportunity as the entrepreneur, he would 

supply the resource to the entrepreneur and try to 

capture the entrepreneur's profit at a price that would 

leave enough profit for the entrepreneur to operate 

(Casson 1982). Eventually, if a market is formed and 

all potential entrepreneurs become aware of the 

same opportunities, they will compete for profits. 

This competition will reduce each entrepreneur's 

share of entrepreneurial profit to such an extent that 

it will not provide an incentive for potential entre-

preneurs to act (Fiet 1996).

Given that information asymmetry is necessary 

for entrepreneurial business opportunities to exist, 

not everyone in society has an equal chance of being 

aware of all opportunities. Rather, only a portion of 

the population is liable to recognize specific oppor-

tunities at specific times (Kirzner 1973). Based on 

the above discussion, the analysis will be conducted 

based on the hypothesis that “not all individuals are 

equally aware of given entrepreneurial opportuni-

ties.”

Figure 2 shows the percentage of people aged 

18 to 64 who responded that there are good business 

opportunities in the area where they live. This is 

based on the function of opportunity seeking by en-

trepreneurs, which stems from the entrepreneurial 

alertness pointed out by I. M. Kirzner. The founding 

of new businesses is itself an activity of profit-seek-

ing by entrepreneurs. It is more realistic to describe 

the activities of a company as a series of activities 

for the constant recognition of business opportuni-

ties. Entrepreneurial alertness is not just about mov-

ing prices in an “even direction”, but also about 

moving resources from the production of one prod-

uct to the production of another (resource alloca-

tion). In a market economy, this tendency to move 

resources from less productive uses to more produc-

tive uses is not only due to the equalizing effect of 

given commodity prices, but also to entrepreneurial 

discovery, or perceived opportunities. The value for 

Japan (JAPAN) is consistently significantly smaller 

than that for the United States (USA). As mentioned 

above, entrepreneurial awareness in Japan is lower 

than in other developed countries, but the question 

of whether business opportunities are perceived is 

an essential issue in entrepreneurship. Even consid-

ering the above-mentioned corporate process model 
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(Figure 1), it is thought that the incentive for companies is small.

Whether or not the recognition of business op-

portunities is derived from the entrepreneur's work ex-

perience, education, or other means, prior knowledge 

affects the entrepreneur's ability to understand, reason, 

interpret, and apply new information. This ability 

cannot be replicated by those without prior knowledge 

(Roberts 1991).

Therefore, even if information about techno-

logical innovation is widely disseminated (especial-

ly if it is disclosed in patents, presented at scientific 

conferences, or known to several individuals who 

may work in the same research institute), the prior 

information that leads to the discovery of a particu-

lar entrepreneurial opportunity will be held by only 

a portion of the population.

The three main types of prior knowledge that 

are important in the process of discovering entrepre-

neurial opportunities are prior knowledge of the 

market, prior knowledge of the means of serving the 

market, and prior knowledge of the customer's prob-

lem. New information about technology may be 

complementary to prior information about how a 

particular market functions, and prior knowledge of 

those markets is required for the discovery of entre-

preneurial opportunities. 3. Important prior knowledge 

about a market may include information about rela-

tionships with suppliers, sales methods, and capital 

equipment that vary from market to market (von 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2019

US A( op) 34.9 36.9 30.8 33.6 32.3 24.1 25.2 36.6 28.4 34.8 36.2 43.5 47.2 50.9 63.6 69.8 67.2

US A( E p) 11.1 10.6 11.9 11.3 12.4 10 9.6 10.8 8 7.6 12.3 12.8 12.7 13.8 13.6 15.6 17.4

JP ( op) 7 5.3 7.5 14 16.5 9.1 8.9 7.6 8 5.9 6.3 6.4 7.7 7.3 7.4 8.1 10.6

JP ( E p) 3.1 1.7 2.8 1.5 2.2 2.9 4.3 5.4 3.3 3.3 5.2 4 3.7 3.8 4.7 5.3 5.4

Figure. 2 Entrepreneurship on the Early stage Perceived Opportunity(2001-2019)

Entrepreneurship on the Early stage Perceived Opportunity(2001-2019)
Source ; GEM (Global Entrepreneurship Monitor) figured by author 
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Figure.3 Informal Market Entrepreneurship and Upgrading

Source Lars Peder Nordbakken –(2024)figured by author

Hippel, 1988). For example, someone who has 

worked in the market before, as a customer, manu-

facturer, or supplier, may already have information 

about how new technologies will affect the market 

that is not generally available. This prior informa-

tion allows that person to discover opportunities to 

use the new technology (Roberts 1991).

III. Do all entrepreneurs create innovation?

1. Entrepreneurs are distinguished

The knowledge that entrepreneurs have in advance 

about their customers' problems influences the dis-

covery of products and services that utilize new 

technologies. The conceptual model described above 

is summarized in Figure 1. This shows that prior 

knowledge moderates the relationship between tech-

nology attributes and entrepreneurial opportunity 

perception. It also shows that prior knowledge mod-

erates the relationship between opportunity attri-

butes and entrepreneurial opportunity perception. 

Figure 2 shows clearly that we need to understand 

the factors that affect the supply of entrepreneurship 

before we can increase the supply of entrepreneur-

ship. At the most basic level, the supply of entrepre-

neurship is determined by two factors: the opportu-

nity to become an entrepreneur and the motivation 

to do so. According to Praag (1995), opportunity is 

“the possibility of becoming self-employed if one 

wishes to do so”.

The main factors that affect opportunity in-

clude a person's inherent entrepreneurial ability, ini-

tial investment capital, On the other hand, motiva-

tion is the relative evaluation of self-employment 

work and work in other forms of employment. In 

terms of opportunity cost, if self-employment is per-

ceived as the best career option, then an individual's 

motivation will always be positive. Therefore, moti-

vation is essentially influenced by the market incen-

tives that potential entrepreneurs expect, i.e. profits 

and financial gains.
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In general, there is no clear-cut criterion to dis-

tinguish between “entrepreneurship for livelihood” 

(necessity driven) and “entrepreneurship that creates 

innovation” (opportunity driven). In the study of en-

trepreneurship, the classical theory of Say's law is 

the premise, and it is only one-sided aspect of mar-

ket phenomena. Therefore, in order to increase the 

supply of entrepreneurs and reap the benefits, tradi-

tional economics suggests that we need to promote 

the production and pricing processes for entre-

preneurship. 4. However, there is very little written 

about the demand side of entrepreneurship, because 

the calculation of demand is inherently built into en-

trepreneurship. Entrepreneurs are gap-fillers who 

recognize market imperfections and fix them. There-

fore, if there are market imperfections, there will 

naturally be a demand for entrepreneurs to fix them. 

As a result, when the government promotes the sup-

ply of entrepreneurship, it is essentially encouraging 

entrepreneurs to find out which parts of the market 

need them. Therefore, the supply of entrepreneur-

ship depends on both individual-level factors and 

general economic factors. Policy makers can im-

prove the economic factors faced by potential entre-

preneurs by initiating market reforms that increase 

both market incentives and the availability of capital 

available to entrepreneurs (Wilken, 1979).

Therefore, policy makers can influence the lev-

el of entrepreneurship in their country by formulat-

ing market reform policies to encourage entrepre-

neurship both economically and educationally.

In addition, it has been found that the entrepre-

neurial population varies regionally in terms of the 

rate of entrepreneurship in different countries. Da-

vidsson and Wiklund (1995), who conducted an in-

ternational comparative study on entrepreneurship, 

pointed out that regional differences in the rate of 

entrepreneurship are influenced by people's cultural 

values. They argue that “cultural and economic 

structural factors of the rate of establishment of new 

companies are positively correlated,” suggesting 

that cultural differences in values and beliefs help to 

explain regional differences in the supply of entre-

preneurship

For entrepreneurship to generate innovation, it 

is necessary to broaden the range of options avail-

able to entrepreneurs for entering the business 

world, in other words, to broaden the range of effec-

tive options that are open to people. It is necessary to 

clarify the main objectives and criteria for economic 

development (right). It is necessary to provide more 

valuable opportunities and life chances for all peo-

ple. In other words, to create more ladders of social 

mobility, based on a steadily rising bottom. To pro-

mote social inclusion and social and institutional 

trust. Non-discriminatory productive incentives are 

necessary to maintain economic dynamism. Success 

is not possible without open markets and a level 

playing field. In addition, when entrepreneurs pro-

duce a limited number of scarce goods in a limited 

market, it is necessary to enable them to challenge 

existing companies on equal terms. The unique and 

valuable characteristic of the spontaneous power of 

market processes may also depend entirely on infor-

mal, non-market generation mechanisms (left).

2. Process on transcultural business of Digital in-

dustries in the Far east countries (Concrete 

discussion)

With a view to venture creation and recent business 

models in Taiwan and South Korea, and the exam-
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ination of business ecosystems with an eye to the 

future society, horizontal alliances in which South 

Korean and Taiwanese companies excel, are shown 

in appendix.1. we will conduct interdisciplinary re-

search from a variety of perspectives on (1) identify-

ing issues related to attracting foreign companies to 

Nagasaki (Phase 1), (2) organizing the feasibility of 

institutional compatibility (Phase 2), and (3) the fea-

sibility of effective international convergence of 

companies (Phase 3). In this regard, the hypotheses 

that this research is considering are as follows 

(Phases 1 to 3 are the procedures of this research 

plan), considering the regional characteristics of Na-

gasaki Prefecture as ad hoc ones.

Hy 1: Environmental issues in corporate man-

agement that enable high growth of ven-

ture companies (Phase 1)

Hy 2: Barriers to entry due to differences in ac-

counting and legal systems (Phase 2)

Hy 3: Competitive advantages of capital move-

ment and alliances that enable horizontal 

integration between countries (Phase 3)

In the digital sector of the electronics industry, 

particularly in the semiconductor business in Taiwan 

and South Korea. Both South Korea and Taiwan 

have cultivated competitive ecosystems, leveraging 

government support, public-private partnerships, 

and industry collaboration to drive innovation in 

semiconductors and digital technologies. These eco-

systems have enabled companies to adapt to chang-

ing market demands and maintain leadership in a 

highly competitive global market. The scale of the 

industry is in the process of growing against the 

backdrop of rapid technological improvements. 

While many companies have their main develop-

ment and manufacturing bases in their home coun-

tries, they are facing a scheme that considers hori-

zontal convergence in terms of expanding overseas 

markets and relocating production, logistics, cus-

tomer service, and other departments. In this con-

text, it is necessary to consider the formation of ef-

fective policies for attracting companies to Nagasaki 

Prefecture, as well as the suitability and competitive 

advantage of the departments that are transferred. 

This research is a long-term study that considers the 

capital movement of the two countries mentioned 

above to Nagasaki Prefecture. The research proce-

dures and research design are described in the figure 

(appendix.2).

This is an ad hoc study that considers the re-

gional characteristics of Nagasaki Prefecture and 

consists of the following three points (Phases 1 to 3 

are the procedures for this research plan). (Show as 

appendix.1 and 2)
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Interna l ma rk et opennes s

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

United S tates 4.17 4.86 4.62 4.88 3.85 4.75 4.42 4.73

United K ingdom 4.69 4.63 5.51 5.08 5.2 4.52 4.45 5.08

Germany 4.94 4.79 4.97 4.63 5.13 5.17 4.5 5.13

Japan 4.11 4.91 4.55 4.8 4.62 4.52 4.6 4.27

R epublic of K orea 5.03 4.91 4.76 4.57 4.35 3.78 3.35 3.83

Taiwan 5.22 5.45 5.27 5.87 4.63 4.92 4.23 4.89

Figure. 4 Narrow corridor and Wider corridor for generating entrepreneurs

Figure. 5 Internal market openness

Source Lars Peder Nordbakken –(2024)figured by author 

Source GEM figured by author
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3. Formal or informal－How to choose them

Entrepreneurship has a direct impact on the speed of 

economic transformation and development, but few 

economies actively promote programs that encour-

age entrepreneurship. Furthermore, many develop-

ing countries have focused on encouraging entrepre-

neurship in the form of multinational corporations 

rather than domestic entrepreneurship. Multinational 

corporations can certainly increase a country's in-

come, bring innovation to the market, and act as a 

catalyst for market transformation. Therefore, multi-

national corporations can be used as a source of en-

trepreneurship-led development (right). However, 

Saeed suggests that governments should promote 

domestic entrepreneurship because domestic entre-

preneurs are more aware of the market gaps that 

need to be filled domestically (Saeed, 1998). There-

fore, rather than producing goods that may not be 

consumed domestically, domestic entrepreneurs are 

encouraged to create innovations and creative imita-

tions that fill real domestic market deficiencies 

through the power of the domestic market. There-

fore, although multinational corporations can be 

used for entrepreneurial-led development, domestic 

entrepreneurship is considered to be more effective.

On the other hand, theorists are divided over 

whether self-employment in the informal sector 

(left) is beneficial for entrepreneurial development. 

Said points out that many of the small family busi-

nesses and shops that make up the informal sector 

are entrepreneurial ventures. He argues that the close 

structure of small family businesses is useful for in-

cubating ideas that are tested in the informal sector 

and later used to transform market products and pro-

cesses. Furthermore, Saeed argues that because 

women and young people have traditionally been 

excluded from the formal sector, their entrepreneur-

ial ideas have been shut out of the formal market. 

However, since small family businesses in the infor-

mal sector generally involve the participation of 

women and young people, the informal sector often 

serves as a receptacle for their entrepreneurial ideas 

(Saeed, 1998).

However, Carree et al. point out that self-em-

ployment in the informal sector may hinder entre-

preneurial growth. They argue that too few or too 

many domestic business owners will reduce eco-

nomic growth. Many informal sector firms are un-

able to bring about market transformation because 

they are already selling products and services that 

are available in the formal sector market. According 

to Carree (2000), firm ownership in the informal 

sector rarely brings about changes in the economic 

structure or generates new market innovations or 

creative imitations. Therefore, the existence of cor-

porate ownership in the informal sector does not 

necessarily bring about market transformation, and 

it is not guaranteed that corporate ownership will 

lead to entrepreneurial growth. Therefore, corporate 

ownership is not synonymous with entrepreneurial-

ism for innovation (Carree, 2000).

IV. Flexibility in fundraising (learning 
from occident)

1. Comparison on the capital markets and owner-

ship Structures

The most important sources of funding for the birth 

and growth of entrepreneurs are equity and bank 



長崎県立大学国際交流研究センター『国際研究評論』創刊号（2025.3）

− 24 −

loans. For the growth and development of compa-

nies, relationships with banks are just as important 

as equity. The key to success in relationship-based 

financing is how much trust the bank places in the 

loan officer and the extent to which decision-making 

can be delegated to the branch. Companies that lose 

contact with their relationship managers will not be 

able to renegotiate loan terms when necessary, and 

even if they are able to renegotiate, there is a high 

possibility that the terms will be worse, and in the 

end, they will be forced to look for other means of 

financing .5.

The difference between relationship banking 

and transaction banking is that in the former, the 

bank makes a profit by growing its business through 

transactions with its corporate clients, whereas in the 

latter, the bank makes a profit from the fees it earns 

from selling financial products and transactions. In 

relationship banking, the interests of the bank and its 

customers are aligned, and conflicts of interest that 

are likely to occur in the latter, where the bank 

makes money from commissions at the expense of 

its customers, can be avoided.

In relationship banking, the bank makes money 

by solving the problems of the company, and while 

supporting the long-term prosperity of the company, 

it also shares the risk associated with fluctuations in 

business performance. By communicating directly 

with the company, i.e. not just checking manage-

ment data but also meeting with the management, 

the bank is able to comprehensively assess the cur-

rent situation and reliability of the business.

This kind of knowledge is called “soft knowl-

edge” or “tacit knowledge” and is contrasted with 

“hard knowledge” or “general knowledge” which is 

obtained simply from data. Implicit knowledge in-

cludes not only an evaluation of the activities of a 

company and its managers and employees, but also 

an understanding of the situation and background of 

the region in which the company operates. The 

needs and opportunities of a company in the Mid-

west of the United States are completely different 

from those of a company in the same industry on the 

East or West Coast. Banks need to have a deep un-

derstanding of the history and issues of the regions 

in which they operate, and to grasp the problems 

facing those regions and their future vision.

Germany is often cited as a good example of an 

economy where relationship banking works. The 

Sparkassen are small- to medium-sized savings 

banks that are legally required to serve specific local 

communities or counties. Each region's independent 

Sparkassen focus on supporting the development of 

the local economy, and they fulfill this role through 

close relationships with the local companies they 

lend to. Around 99% of German companies are 

SMEs, which usually do not have access to the capi-

tal markets. The Sparkassen act as the “house bank” 

in each municipality, meeting the financing needs of 

SMEs. For SMEs, the constraints on financing are 

reduced, and the Sparkassen play an important role 

in lending to SMEs in difficult financial situations, 

where “soft information” is key to loan screening.6.

The tightening and review of financial regula-

tions after the 2008 financial crisis led to increased 

concentration in the banking industry in both the UK 

and Germany, but the degree of concentration dif-

fered greatly between the two countries. In the UK, 

there was a high degree of organizational and spatial 

concentration, with London being the only benefi-

ciary, but this was not as pronounced in Germany. In 

the UK, lending to small and medium-sized enter-
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prises in rural areas decreased as the physical dis-

tance from banks increased (Note 14). In contrast, in 

Germany, 40 percent of lending to small and medi-

um-sized enterprises is provided by local and re-

gional savings banks and cooperative banks.7.

It is not only German banks that are more com-

munity-based and have closer relationships with lo-

cal businesses than their British counterparts, but 

also American banks. In the US, banks are regulated 

at both the national and state levels. There are 

around 5,000 community banks, which specialize in 

serving local small businesses and family-owned 

businesses, and account for around 40% of small 

business loans. The Federal Deposit Insurance Cor-

poration (FDIC) plays an important role in support-

ing community and regional banks in the United 

States, providing insurance, regulation and bank-

ruptcy management services. As a result, the activi-

ties of community banks have contributed to region-

al development and have made a significant 

contribution to increasing employment in small 

businesses. Furthermore, during the financial crisis 

and recession of 2007-2009, they were a driving 

force in the recovery of the region, due to the de-

crease in employment and the number of start-ups.8.

2. The Importance of equity finance

While bank loans are certainly important for small 

and medium-sized enterprises, they are not enough 

on their own. Small and medium-sized enterprises 

need not only loans but also equity finance. In many 

cases, start-up funds are raised from the founders 

themselves, their families and friends, but in the 

case of high-risk venture businesses, external fund-

raising using equity finance is essential. Such funds 

are often provided by angel investors.

In addition to providing funding for startups, 

US angel investors also play an important role in 

mentoring and connecting startups with supporters. 

Angel investors are very hands-on, first carefully 

screening and evaluating potential investment tar-

gets, and then providing management advice while 

watching over their growth. As with relationship 

banking, the closeness of the relationship with the 

company is important, and angel investors are often 

located close to the companies they invest in.

In this respect, regions that are left behind of-

ten find themselves at a disadvantage, because as the 

region declines, the people who can support startups 

also leave. The UK is a typical example of this. Be-

tween 50 and 60 percent of angel investors are con-

centrated in London and the Southeast of England. 

This means that many other regions do not have an 

angel investor community. As a result, if you want to 

start a business outside of London and the Southeast 

of England, you cannot use equity finance as a 

means of raising funds, and you also cannot receive 

the support you need, such as mentoring and net-

working with business partners, which are necessary 

for growth.

However, the problems do not there. After the 

first round of funding, the next stage requires the in-

volvement of more formal institutions such as ven-

ture capital (VC) and private equity funds. These in-

stitutions play an important role in connecting 

entrepreneurs who are trying to grow their business-

es in regional areas with institutional investors in 

capital markets such as the City of London. In order 

to provide equity finance, we need ambitious and 

knowledgeable investors, and these institutions will 

act as intermediaries between institutional investors 
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with large and diverse investment targets in interna-

tional financial centers and small and medium-sized 

enterprises that are growing in various parts of the 

country.

V. Implication 

1. Where does money come from?

The financial system works well for bank depositors, 

asset management companies, investment trusts, and 

people investing in life insurance companies, and 

there are regulations and mechanisms in place to 

protect depositors and investors from risk and to 

protect their interests. Furthermore, asset manage-

ment companies use international portfolios to di-

versify many of the risks associated with stock own-

ership at little cost.

The term entrepreneur is used to describe the 

process of creating and managing small and medi-

um-sized enterprises (SMEs) and businesses, in-

cluding innovative companies as well as those in 

traditional business sectors. For entrepreneurial 

companies, raising funds is crucial (Hall, 2009; Wil-

son, 2015; Mach, 2014). Unlike large companies, 

profits are generally small and show inconsistent 

patterns, so it is difficult, if not impossible, to rely on 

bank loans as a permanent source of funding. Since 

relying on external funding is often extremely im-

portant, entrepreneurs should have a detailed strate-

gy for raising external funds. The most important 

question is the choice between debt (bank loans, 

loans from friends, online loans, etc.) and equity fi-

nancing (venture capital, personal funds, angel fi-

nancing, equity-based crowdfunding, etc.). Increas-

ing debt means that the company commits to a strict 

payment schedule. For entrepreneurial companies, 

this is often difficult to maintain, while equity re-

quires the founder to give up some control of the 

company. In recent years, new forms of financing 

have emerged, such as crowdfunding and token issu-

ance. These may be a form of debt finance or equity 

finance, but in some cases, they differ from tradi-

tional equity finance.

These funds, such as household financial assets 

in the form of savings deposits, stocks and bonds in 

the country, form an important part of the overall 

wealth of households. Households derive important 

income streams from these assets, either through the 

sale of these assets or as a source of income (such as 

interest or dividends). As is the case in the UK, 

pension entitlements are only included when they 

are associated with (funded) employment-related 

schemes, which can significantly affect comparabili-

ty between countries. Short-term trends can be seen 

in Chart 5. Depending on the risk profile of the as-

sets, whether the financing that supports companies 

is equity or debt characterizes the path for promot-

ing entrepreneurship in an economy. Chart 5 shows 

the total financial assets of households per capita in 

U.S. dollars at current purchasing power parity 

(PPP).

2. The equity for starting a business

In addition to bank loans, equity finance (equity) can 

also present problems for start-ups. Determining the 

value of equity is difficult, and therefore negotiating 

with potential investors is difficult. Investors may be 

interested in observing indirect signals about the 

quality of the company. This explains ideas such as 
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signaling through risk-bearing (Leland and Pyle, 

1977). Many patterns in small business financing are 

consistent with these ideas. Equity-financing entre-

preneurs must hold more equity to strengthen their 

signals (Cosh et al., 2009; Fraser et al., 2015)

There is a great deal of uncertainty surrounding 

the investment decisions of entrepreneurs. In addi-

tion, these companies are constantly faced with the 

fundamental trade-off between profit and growth 

and must make many difficult investment decisions. 

Therefore, these companies usually require a great 

deal of flexibility. Financing through excessive debt 

can reduce a company's flexibility. Therefore, it is 

not surprising that innovative firms often rely on dif-

ferent equity financing sources, such as debt con-

tracts with flexible payments (Barboni, 2017), ven-

ture capital, angel investment, and more recently 

equity-based crowdfunding and security token offer-

ings (ST O), it is not surprising that they often rely 

on different equity funding sources (Estrin et al. 

2017). New types of funding (different from tradi-

tional debt and equity) have been developed in re-

cent years, such as reward-based crowdfunding, ini-

tial coin offerings (ICOs), and initial exchange 

offerings (IEOs).

3. An open market with low barriers to entry 

facilitates fundraising

Figure. 6 Household financial assets  Shares and other equity, % of total financial assets, for Investment 2021

Source OECD Household financial assets
Currency and deposits, % of total financial assets, 2021

Figure 6 shows that the type of financial mar-

ket, whether it is based on stocks or debt, is closely 

related to the structure of the country's economy. 

Figure 6 shows the breakdown of household invest-

ment funds in financial markets. In the US, 40% of 

household savings are held in stocks and bonds, and 

in economies at this level, entrepreneurship is de-

pendent on direct finance.
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This has also been pointed out from the per-

spective of governance. In “Strong managers, weak 

owners”, Law (1994) “looks back at the 1932 classic 

study, The Modern Corporation and Private Proper-

ty, in this major reinterpretation of the origins and 

evolution of corporate structure and argues that the 

separation of ownership and control was a result of 

industrial technology requiring large-scale produc-

tion, and that this resulted in highly dispersed share-

holding. However, Law demonstrates that the own-

ership structure of American companies was only 

one of several possible outcomes, and that other or-

ganizational forms emerged under the influence of 

different political conditions (for example, in Ger-

many and Japan). In other words, “in many import-

ant respects, the political choice of how to channel 

savings into industry shaped the growth of large cor-

porations, sharply limiting the power of financial in-

stitutions.” Compared to the active equity finance 

markets seen in the US and Taiwan, Japan, Germany 

and the U.K (even with the special circumstances 

mentioned above) have a structure that is clearly vis-

ible in which the financial market, centered on bank 

loans, has developed alongside the development of 

the stock market, and has contributed to the develop-

ment of industry, with household financial provision. 

This indicates that the relationship between finance 

and business has been supported by long-term bor-

rowing rather than by the development of own-

er-managed companies through stock ownership or 

Figure. 7 Ease of financing for entrepreneurs (equity/debt) 

Source GEM(Global Entrepreneurship Monitor) figured by author 
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shareholder-oriented management.

What Figure 7 suggests is that, although bank 

loans are the main source of funding in both Japan 

and Germany, bank loans are relatively low for 

funding start-ups in Japan, and it is necessary to pur-

sue the possibility of funding start-ups through bank 

loans before developing a capital market that relies 

on stocks. It is hoped that community-based savings 

banks like the aforementioned Sparkasse will sup-

port the business models of entrepreneurs. Figure 7 

attempts to classify the financial markets that supply 

funds to promote entrepreneurship, based on house-

hold resources.

Funding for entrepreneurship does not work on 

its own, but it does have a significant effect in rela-

tion to the ease of market entry. Figure 8 shows that 

the degree of openness of the domestic market (hori-

zontal axis) is related to the broad market that gener-

ates innovation. In terms of policy, efforts should be 

made to increase the supply of innovation-oriented 

entrepreneurship. There is room for debate as to 

whether the informal sector can truly be a source of 

entrepreneurs, but in promoting financial markets, 

the government should not confuse the formal sec-

tor, which generates innovation, with the informal 

Figure. 8 Ease of raising funds and barriers to entry in the domestic market(OLS)
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sector, which generates self-employment focusing 

on encouraging innovation, it will be possible to 

derive whether the owner-operated company is 

self-employed or a more sophisticated, innovative 

start-up from its ownership structure.

Appendix 2

Appendix 1

Source Anseu and Gash (2008), Baba & Ishida(2024)
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Abstract

"The 21st century is the Asian century," as indicated in a series of works by Khanna, P. (2016, 

2019, 2021), even though Asian countries have been working together in supply chains that form the 

core of the global value chain amid increasing connectivity and mobility, they have been forced to 

fragment in the struggle for technological hegemony between the United States and China. The 

United States and China have been forced to fragment in the struggle for technological hegemony. 

ASEAN and Pacific islands countries are geopolitically located between the U.S. and China, and the 

U.S. policy to "contain" China, which is trying to promote "One Belt, One Road" by land and sea, has 

created fault lines in the Asia-Pacific region, with the intervention of India, which is part of the 

Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). This means a confrontation with the U.S.-British-

Australian alliance, which seeks to maintain a free trade zone based on the partnership of sea powers 

against the expansion of China's "tribute trade zone," which is a land power.

This paper uses an international political economy approach to analyze and discuss the balance of 

power between states over technological hegemony in the power structure issue of the industrial 

ecology and geopolitical economics of information and communication technology in the Asia-Pacific 

region.

Keywords: Technological Hegemony, International Political Economy (Structural Powers), Geopolitics (Sea & 

Land Powers), “Big Tech (Platformers)”, “Technosocialism”



長崎県立大学国際交流研究センター『国際研究評論』創刊号（2025.3）

− 34 −

０．はじめに
～平和と戦争の対義語か、抑圧から
の均衡を超えて～

足元のウクライナやイスラエルの世界情勢を

鑑みると、情報通信技術の発展、とりわけイン

ターネット技術の普及は、マクルーハンが構想

したテレビ・ネットワークによる情報共有の「地

球村（Global Village）」を大きく塗り替え、連

携と分断の複雑なモザイクを地球上にもたら

し、さらに、真実と虚実（フェイク）入り乱れ

た対立の構図を描き出してきている。今日正

に、情報・知識が溢れる中で「戦争」の危機が

現実化し、対立と分断が起こり、相互不信と恐

怖（脅威）を煽り「対話」の機会が失われてき

ている。そのような現実を前にして、本論考で

は国際政治経済学と地政学とのアプローチから

も「戦争・暴力」と「対話」との止揚概念とし

ての「平和」を考察する。

「地政学」の観点からは、「平和」を「戦争」

の反対語と位置付けるのではなく、「対話」を「戦

争・暴力」の反対語とし、「平和」を止揚概念

に置き、「対話」による「平和」への導きを考

察し、その課題と限界をも検討する。

図 1. 平和研究におけるパワーバランス
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１．アジア太平洋地域をめぐる地政経学を
～2023年G7広島サミットから
第26回ASEAN首脳会議（ジャカルタ）、
第18回G20（ニューデリー）まで～

G7サミットの首脳会談が本年5月19-22日の

3日に渡り、日本の広島市で開催され、加えて

日本国内各地で15ものセクションの閣僚会合

が開催された 1。今回のサミットの招待国をみ

れば、QUAD のメンバーであるAustralia, とIPEF 

に参加するG20の議長国 India (Presidency of 

G20), Union of Comoros (Presidency of African 

Union: AU), ASEAN の 議 長 国 Indonesia 

(Presidency of ASEAN), その他 G20メンバーであ

るKorea, VietnamとBrazil、加えて太平洋島嶼

フ ォ ー ラ ム の 議 長 国 で あ る Cook Islands 

(Presidency of Pacific Islands Forum: PIF), さ

らにゲスト国としてウクライナが急遽首脳会合

に参加することとなった。これら参加国を俯瞰

すれば、中国が主導する「一帯一路」の参加国

とコントラストをなす。

また、同期間（ 2023年5月18 ～19日）に中

国は中央アジアの5か国（カザフスタン、キル

ギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズ

ベキスタン）とのサミットが中国・西安市で開

催され、同地域への内政干渉に反対し、欧米の

関与を警戒する立場が示された。ちなみに、旧

ソ連のこれら中央アジアの国々は、ロシアへの

制裁が強化される中で対ロシアの輸出を伸ばし

た国々でもある。

一方で、G7首脳会合に先立つ5月13日に EU

と議長国のスウェーデンは非公式ながらストッ

クホルムでインド太平洋閣僚会合を開催し、安

保共有とサプライチェーンの中国依存の低減

（デカップリングではなくデリスク）するなど

の対中戦略が示されもした。

このような地政学的な対立構造をどのように

捉えればよいか。これまでの地政学は２つの源

流を有し、その対峙がにわかに着目されるとこ

図 2. 国際関係の現状におけるシーパワーの同盟ネットワーク
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ろである。それら２つの異なる地政学は、ハー

ルフォード・マッキンダーの地理学を源流とす

る英米系地政学と、ハウスホーファーを祖とす

る大陸系地政学である。これらの世界観は、今

日の国際情勢を理解する上での一つの視座を与

えるものである。かつての西側陣営の国によっ

て組織される G7は、英米系地政学を論拠にシ

ーパワー（海洋国家）による同盟ネットワーク

により、ランドパワー（陸上国家）を封じ込め

る戦略を、対ロシア、そして対中国に採ろうと

している。一方のロシアは大国主権の広域圏を

確保しようとウクライナへの侵攻に至っている

構図を読み解くことができよう。また、中国の

スタンスは、これらの地政学の視座からは微妙

な立ち位置を示しているが、スパイクマン理論

が示唆する「両生類」として、大陸における圧

倒的な存在感を持ち、遠大な大洋に通ずる沿海

部を有しながらも、大陸中央部からと海洋での

対外勢力による浸食に悩まされてきた歴史をも

つ。しかし、今日「世界の工場」としての経済

的プレゼンスを獲得し、科学技術力においても

覇権をうかがう存在となり、経済安全保障上の

脅威ともなってきている。

図 3. 主要 ICT 企業の地政学マップ

これらの地政学の観点を踏まえながら、G7

広島サミットを通じて浮かび上がったシーパワ

ーとランドパワーとの対立構造と、その狭間に

位置するユーラシア大陸の外周部「リムラン

ド」（インナークレセント）に位置する国々の

技術覇権主義をめぐる争いを情報通信技術

（ICT）分野の戦略に見ていくこととしたい。

そして、そこからグローバルな情報社会のあり

様を考察する。
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２．情報通信技術（ICT）の国際政治経済学

本章では、米中対立の構造について ICT を

めぐる技術覇権をめぐる攻防と捉え、国際政治

経済学のアプローチである国家と市場の国際関

係における構造的パワーの4つの源泉（安全保

障 - 国防、生産 - 経済、金融 - 信用、知識 - 技術）

から読み解き、ハイテク企業の将来と世界秩序

のあり方を論じる。 議論の焦点は、ハイテク

企業の将来と世界秩序のあり方である。世界秩

序を決定する主要国と、その国々から国内外に

展開する主要 ICT 企業の地政学的マトリック

スを描き、情報通信技術という経済エコシステ

ムの中で、グローバルに環境（市場）を創造し、

価値を結びつけるための各国・企業の競争戦略

を明らかにすることで、ビッグテック企業の将

来と世界秩序のあり方を議論する。情報通信技

術の経済生態系における各国・企業の競争優位

戦略を明らかにする。さらに、ICT をどのよう

に社会に取り込むかについて、社会形成の視点

を導入することで、欧州戦略からテクノ社会主

義の可能性を明らかにし、GPT としての ICT

の思想的可能性について議論する。ここで、国

際関係における構造的パワーの4つの源泉と

ICT 政策・戦略における争点は以下の通りで

ある。

表 1. 英米系地政学と大陸系地政学との比較

地政学派 英米系地政学 大陸系地政学
代表的人物 マッキンダー、スパイクマン ハウスホーファー、シュミット

世界観 二元論的世界観（海と陸） 多元論的世界観（圏域）

キーワード ハ−トランド、シー・パワー、
ランド・パワー、リムランド、橋頭堡

生存圏、パン・イデーン（汎理念）、
ゲオポリティーク

特徴 地理的条件を重視、海洋の自由、海洋国
家による陸上国家の封じ込めを志向

国家有機体説、大国の主権を重視、複数
の広域圏の存在を前提にした秩序の志向

思想思考 現代国際法に親和的で普遍主義的で
自由主義的

19 世紀ヨーロッパ公法に懐古的で
反普遍主義的

政策携行 同盟ネットワーク型戦略 圏域拡張主義戦略
出典 : 篠田英明 (2023) 『戦争の地政学』講談社現代新書 , p.22.
参照：勢力圏（sphere of influence）（Kennan, George F.）

• Sea Power: 民主主義（Democracy） – グローバリズム（Globalism） – 提携（Alliances） – 貿易・通商主義
（Trade & Commercialism） – 平和（Peace）
• Land Power: 専制主義（Tyranny） – 地域主義（Regionalism） – 利便的同盟（Alliances of Convenience） 

– 領土拡大（Territorial expansion and “Autarkie”） – 戦争の間の平和（Peace between Wars）

図 4．国家と市場をめぐる構造的権力 4 つの源泉＋市民社会
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構造的権力の４つの源泉（Four Sources of 

Structural Power）: 

（1）	安全保障（Secur i ty）: 暴力的な紛争の

脅威からの保護を提供する者は、その他

の事柄についても権力を行使することが

できる。

第二次世界大戦後の国際レジームは、国際連

合における常任理事国（米ソ英仏中）体制にお

ける米ソ冷戦の東西対立構造に色分けられてい

た。そして、国際連合憲章に定められた集団的

自衛権に基づく加盟国間の相互軍事援助の機構

として、それぞれに北大西洋条約機構（NATO）

とワルシャワ条約機構（Warsaw Treaty Orga-

nization）の陣営を形成していた。冷戦下の軍

拡競争の中で、宇宙開発においても米ソは凌ぎ

を削った。一方、軍事技術は宇宙開発からコン

ピュータ技術、衛星通信、インターネット、移

動通信と情報通信技術の発達にも寄与し、今日

民生技術が軍事利用されることへの危惧も高ま

ってきている。とりわけ、半導体は民生のみな

らず広範に軍事利用可能な汎用技術（General 

Purpose Technology: GPT）として現代社会の

キラー技術として、その開発・製造の能力を直

接・間接的に有することが、国の競争優位にと

って不可欠な条件となってきている。

その点で、グローバル化した今日の供給体制

にあって、そのサプライチェーン及び販売流通

ネットワークをいかに構築するかが、リスク管

理上の重要な要素となっている。 

また、冷戦下にあっては、資本主義主要諸国

間で設立されていた共産主義諸国への軍事技

術・戦略物資の輸出規制（或いは禁輸）のため

の委員会、Coordinating Committee for Multi-

lateral Export Controls; COCOMが設けられ、

アイスランドを除く NATO 加盟国に日本とオ

ーストラリアが加わり、武器を作るのに有効な

超硬材料や高性能 CPU、暗号装置などの輸出

が禁止ないし制限されたが、冷戦終結後の1991

年末に大幅な規制緩和が行われ、1994年3月に

解散、兵器輸出規制協定は後身のワッセナー協

約（The Wassenaar Arrangement on Export 

Controls for Conventional Arms and Dual-Use 

Goods and Technologies）に引き継がれた。

ところが、中国の台頭と情報通信ネットワー

クの高度化は、新たな国家間の輸出入禁止・制

限をもたらすことにもなり、トランプ大統領政

権下のアメリカは、2020年に The Clean Net-

work プロジェクトを打ち出し、HUAWEI（フ

ァーウェイ / 華為技術）や ZTE（中興通訊）

の通信機器の採用見直しを同盟国に求めたり、

抖音（TikTok）を運営する字節跳動（ByteD-

ance）や、微信（WeChat）を運営する騰訊（テ

ンセント）といった中国企業を通してアメリカ

の個人情報や企業機密が中華人民共和国政府に

奪われているとの懸念から、サイバー防衛の機

運が高められている。このことは、G7広島サ

ミットのデジタル技術閣僚会合の場でも、「安

全で強靭性のあるデジタルインフラ（Secure 

and Resilient Digital Infrastructure）」や「自

由でオープンなインターネットの維持推進

（Internet Governance）」の重要性の観点から

も確認・強調されたところである。

また、科学技術大臣コミュニケでは、宇宙空

間の安全かつ持続可能な利用の推進について、

破壊的な直接上昇型ミサイルによる衛星破壊実

験（DA-ASAT）に関する懸念が前回サミット

に引き続き強調もされた。

（2）	生産（Production）: 何が、誰によって、

いかなる手段で，どのように土地・労働・
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資本・技術を組み合わせて、生産できるか

生産をめぐる国際関係の構造変化は、グローバ

ルバリューチェーン（GVCs）の進展の副反応と

して、対外依存（とりわけ中国依存）のリスク低

減の議論を高めることになった。特に、半導体関

連の生産・供給・調達に関わっては、台湾企業の

存在が注目され、中台関係の情勢にも関連して、

国際政治経済問題ともなってきている。

とりわけ、半導体チップの製造を専門に行う

ファンドリーの TSMC をめぐっては、日米欧

諸国が挙って誘致を繰り広げ、域内需要に対す

る供給網のリスク低減を図ろうとしている。ま

た、もう一方の半導体メーカーの雄、韓国のサ

ムスンをめぐって、半導体装置企業が韓国ソウ

ルに拠点を拡充し、サムスン自身も先端品開発

のための素材と装置の開発拠点を日本の横須賀

に拠点を設ける動きに出ている。

表２．主要な半導体生産企業（収益ベースでのトップ 10）

Source: Gartner (January 2023) [ https://www.gartner.com/en/newsroom/pressreleases/2023-01-17-gartner-
says-worldwide-semiconductor-revenue-grewone-percent-in-2022 ]
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表３．半導体製造装置生産企業

Source: DealLab 2023/01/28 [https://deallab.info/semiconductor-equipment/] and Nikkei 2023/05/24

このような「フレンドショアリング」による

半導体生産の「ブロック化」は、2015年に中国

が発表した『中国製造2025』で半導体などの

産業政策を前面に打ち出したイノベーション戦

略以来、米国が中国の DRAM メーカーである

JHICC（ 2018）やファーウェイ（ 2019）、半

導体受託生産の SMIC（ 2020）を貿易上の取

引制限エンディティーリスト（Entity List、

EL）に挙げるなど、同盟国にも輸出規制を要

請する動きがあり、さらに2022年には米国が

自国の半導体製造能力を強化する法律「CHIP

プラス CHIPS and Science Act」を成立させ

るなど、経済のブロック化が鮮明になってきた

ことがある。それに関連し、2023年には日本と

オランダの半導体装置メーカーに中国への輸出

制限を要請したり、中国が米国のＭｉｃｒｏｎ

の半導体メモリーの輸入制限を課したのに対

し、米国が韓国の半導体製造メーカー（サムス

ン電子と SK Hynix）に中国の半導体不足の受

注を受けないよう要請したりすることにもなっ

てきている。また、EU も欧州半導体法を通じ

て、米 Infonion Technology を皮切りに半導体

企業の誘致を進めているが、電力コストの膨張

が足かせともなっているが、米国企業のインテ

ルやウルフスピード（Wolfspeed）がドイツに

投資する計画である。

一方で、台湾の ICT ベンダーは、米中対立を

懸念し、顧客である米国企業の意をくみ、製造

拠点を中国からベトナム、マレーシアやタイ、

そしてインド、メキシコへ分散化を図ろうとし

ている2。

かつての半導体をめぐる国際競争は、各国の

ナショナル・イノベーション・システムを基調

にフルセット型の国家産業間競争において最終

消費財をベースに繰り広げてきた。それによっ

て貿易不均衡が生じ始めると、企業は消費国に

おける現地生産化が求められることになり、海

外直接投資で現地生産化図るとともに、リージ

ョナル・イノベーション・システムの一画を占

めるようになり、さらにＩＣＴの高度化と価格

競争の激化で水平分業を促し、グローバル・バ

リューチェインを駆使して、それぞれの企業は
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表 4．世界の主要な半導体設計企業（獲得可能な最大市場規模（TAM），2022 年）
（百万米ドル）

自らの競争優位分野に特化していった。しかし

ながら、中国経済への依存度の高まりは、経済

安全保障上のリスクを高めることになり、ここ

に来て政治経済学的にサプライチェーンの見直

しを迫られることになった。

それに対して、半導体不足が懸念される中国

では、自国での半導体生産能力を高めようと1

兆元（US$143billon）規模の産業支援策を

2022年暮れに打ち出した。米国は2022年10月

に禁輸リストに新たに中国半導体メーカーを追

加した。その中にはメモリー半導体メーカーの

YMTC や AI チップの設計企業 Cambricon 

Technologies も含まれており、これによって、

米国の技術で製造された半導体や製造装置の購

入が阻止されることになった。

（3）	金融（Finance）: 信頼を獲得する者は

誰でも資本主義経済をコントロールする

（信用 – credit – のコントロール）

第二次世界大戦後の金融システムは、ブレト

ンウッズ体制における貿易システムを担う

GATT との両輪をなす国際通貨基金 IMF によ

って構造化され、貿易の自由化と主要国通貨間

の交換レートの管理に関するルールによって

「金融構造―信用供給メカニズム」が提供され

た。そして、この体制下において、国際的な銀

行間の取引を支えたのが1973年に設立された

国際銀行間通信協会（Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication）であ

り、その決済ネットワークシステム SWIFT が

その機能を果たしてきた。SWIFT には200以

上の国や地域の金融機関１万１千社以上が参加

Source: Gartner (February　2023)[ https://www.gartner.com/en/newsroom/
pressreleases/2023-02-06-gartner-says-top-10-semiconductor-buyers-decreasedchip-
spending-by-seven-percent-in-2022 ]
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しており、そのネットワークを経由しないと送

金情報を伝えられず、国際送金ができない。 

決済額は１日あたりおよそ５兆～６兆ドル（約

550兆～660兆円）に上る（2020年当時）とさ

れ、事実上の国際標準となっている 3。なお

2022年1月の国際決済の40％が米ドル、欧州

EURO が37％、英ポンドが6％に対し、中国人

民元と日本円がそれぞれに3％である。また、

世界の外貨準備高の59％が米ドルで、EURO

が20％、日本円が6％、英国ポンドが5％、中国

人民元が3％である4。

しかしながら、中国人民銀行が導入した「国

際銀行間決済システム（CIPS）」の取引は急

拡大しており、人民元の地位向上で米ドルの基

軸通貨としての役割に動揺を隠すことできな

い。加えて、中国はブロックチェーン技術を導

入した「法定デジタル通貨」の「デジタル人民

元」5の導入に積極的であり、SWIFT とは別の

決裁システムでの国際送金ネットワークが存在

することにより、米国による経済・金融制裁の

実効性が低下しかねない。その一方で中国で

は、アリババグループが提供する、中国の通貨

「人民元」で支払いを行う QR コード決済サー

ビスやモバイル決済およびデジタル ウォレッ

ト サービスの WeChat Payment が急速に拡大

利用され、電子マネーでの支払いが定着化して

いる。

さらに、暗号資産（仮想通貨）の個人間取引

によって、資金浄化（マネーロンダリング）や

経済制裁の抜け穴になりかねない。G7広島サ

ミットの財務相会議では暗号資産取引の規制・

監視強化も取り上げられることになった。な

お、高いグローバルな決済システムは、我々の

経済・金融活動の重要な基盤であり、中央銀行

デジタル通貨（Central Bank Digital Curren-

cies (CBDCs) についても、現在進められている

「 CBDC ハンドブック」に関する IMF の作

業を歓迎し、 2023 年の世銀・ IMF 年次総会ま

でに公表される最初の一連成果物期待が寄せら

れてた。

（4）	知識（Knowledge）: 他人が尊重し、求

めるような種類の知識に対する他人のア

クセスを実現したり、獲得させたり、ま

たは拒否したりすることのできる者は誰

でも特殊な構造的権力を行使する（知識

は権力に他ならず）

▶︎ 関係的権力を獲得し、他の構造的権力

を強化するためにもっとも求められ

ている知識は技術 – technology – で

ある。

知識をけん引する技術の象徴を今日の情報通

信技術の目まぐるしい発展に見て取ることがで

き、米中の経済摩擦も ICT をめぐる技術覇権

争いとなって顕在化してきている。とりわけ、

社会基盤たる移動通信の第五世代をめぐって

は、Huawei の台頭が大きくクローズアップさ

れグローバルな取引の制裁対象ともなってい

る。また、ソーシャルメディアの浸透は情報の

影響力を高め、米中間では互いのプラットフォ

ーム・サービスが制限され独自の進化を遂げて

きている。具体的には GAFAM と BATH ＋ B

の対峙であり、半導体産業の AI chip セット開

発とともに生成 AI をめぐる開発競争に火ぶた

が移されてきている。

● Microsoft – ChatGPT（OpenAIへの投資）

● Google (Alphabet) - Bard

● Facebook (Mata) – LlaMA（大規模言語

モデルの開発）
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● Apple – Qualcomm とともに独自の半導体

（Chip）の開発に取り組む

● Amazon - Hugging Face との提携

これらの情報通信技術に関連する知識の問題

は、G7広島サミットのデジタル技術相会議で

も取り上げられ、DFFT（Data Free Flow with 

Trust）の下、データの越境移転の可能性を最

大限に活用するための国際政策議論が進められ

ている。それは、安全かつ自由でオープンなイ

ンターネットの維持推進とより広い社会的意味

を有するデジタル経済の信頼強化の課題である

情報の完全性（Information integrity）の問題

でもあり、責任ある AI と AI ガバナンスの推進

が提起されている。

３．構造的権力とイノベーション・システム

第二次世界大戦後に打ち立てられた国際レジ

ームは、各国の経済システムの独立性を前提に

国内のイノベーション・システムの成果を貿易

によって取引し、その決済を円滑に行う体制を

整備していたが、西ドイツと日本の経済復興に

より、通貨の変動相場制への移行により国際協

調が求められるようになり、さらに国際間競争

は価格優位性を求めて産業の国際水平分業化に

よる新興国へのアウトソースを促し、EU や北

米自由貿易協定にみられるリージョナル化とと

もに、グローバルな供給体制の展開へと進展

し、アジア NIEs や中国が台頭してくることに

もなった。このような展開の背景には、情報通

信技術の目覚ましい発達もあり、直接投資やサ

ービス貿易、知的財産権といった国際取引の新

たな枠組みを必要とすることにもなった。

このような時代変遷に伴い、各国のフルセッ

ト型イノベーション・システムも変容を迫ら

れ、ナショナルから、リージョナルへ、さらに

グローバルなイノベーション・システムの展開

がみられる一方で、経済産業のグローバルなエ

コシステムの中で、各国・各地域は国際的産業

競争優位を求めてイノベーション政策にも着目

されるようになる。そして、中国経済の国際的

なプレゼンスの台頭は先の構造的なパワーのレ

ジームに揺らぎをもたらし、米中の経済摩擦（分

裂デカップリング）にまで及び、G7広島サミ

ットでの参加国や論点に象徴されるような地政

学的な技術覇権をめぐる問題にもなってきてい

る。とりわけ、情報通信技術をめぐる国家と市

場の覇権争いは、知識構造から他の構造的権力

に及ぶ覇権の様相を呈してきている。

３－１	米中貿易戦争と技術覇権をめぐる対立

その顕著な例が、米中摩擦の根源となってい

る半導体産業である。最先端の半導体を製造す

る技術を持つ TSMC をめぐり、ICT 技術のエ

コシステムに亀裂が入りつつある。AI 技術は

まさに、AI 生成の実現可能性をめぐって分か

れる技術覇権の重要な戦場となっている。そし

て、それは同盟国の企業に対しても影響が及ん

できている。
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３－２．アジア太平洋地域で錯綜する技術主義

King, B. and Petty, R. (2021) は、21世紀の資

本主義の再構築のために、テクノソーシャリズ

ムを Neo-Feudalism, Luddistan, Failedistan と

の対比して、以下のように定義づけている。

テクノソーシャリズム（Technosocialism）：

社会は高度に自動化され、ほとんどの人間労働

は代替される。テクノロジーの進歩によって、

住宅医療、教育および基礎的なサービスはユビ

キタスかつ低コストで利用可能になる。資本主

義は再構築され、長期的なサステイナビリテ

ィ、公平性、人類全体としての進歩に向かう。

気候変動緩和への取り組みによって何世紀にも

わたる世界的な経済的協調が実現する（邦訳

書，53頁）。

図 5．人類が直面する可能性がある未来

出典）King, B, and Petty, R., （2021）

表5．米中貿易摩擦の経済（ICT分野）

2019/05 経済制裁第1弾（米国輸出管理規制 Entity List）

Huawei への米国製部品の輸出禁止・・・Intel (FPGA), Qualcomm (CPU), Broadcom (Semi-
conductor), Xilinx (FPGA),  Google (Android Software)

2020/05 経済制裁第2弾（輸出規制改正〜禁輸の対象拡大）

Huawei の設計で、米国の技術・ソフトウェアを使って生産した製品の輸出禁止・・・
TSMC（台）EMS

2020/08 経済制裁第3弾（輸出規制再改正〜禁輸の対象再拡大）

米国の技術・ソフトウェアを使って生産した製品の輸出禁止・・・MediaTek（台）CPU、
Samsung（韓） Flash memory 、SK Hynix（韓） Flash memory 、Sony（日）CMOS,、KIOX-
IA（日）Flash memory、Renesas Electronics（日）Analog semiconductor

2020/12 米国産業安全保障局（BIS）Entity List: SMIC（中国）

2022/12 米国産業安全保障局（BIS）Entity List: YMTC（中国）

2023/01 米国が中国製チップ製造装置の輸出制限でオランダ、日本と合意

2023/04 米国が韓国（サムスン電子と SK ハイニックス）に対し、北京がマイクロンの
チップを禁止しても中国の不足分を補わないよう要請
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一方で、Aghion, P., A., et. (2021) は、Ace-

moglu, D. (et. al.) (2017) の資本主義モデルを取

り上げながら、アメリカ型の”cutthroat capi-

talism”と北欧・ドイツ型の”cuddly capital-

izm”を比較考量し、イノベーションを推進す

るアメリカ型が望ましく、社会保障や格差の包

摂を目指す社会改革の必要性を説くも、北欧・

ドイツ型においては社会保障や公共サービスを

縮小させることなく、イノベーションや創造的

破壊を促さす改革の実施を求めるが、それは果

たして実現可能であるのかは不確かである。結

局のところ、アメリカ型と北欧・ドイツ型の補

完的な協調関係がイノベーションの生態系を形

成することになるのではなかろうか。すなわ

ち、革新をもたらすアメリカ型を社会的抱擁を

求める北欧・ドイツ型で技術革新の社会的受容

の在り方を相互に協調しながら模索していくこ

とである。情報通信技術分野にあっては、通信

インフラに関する Nokia や Ericsson の技術基

盤とソーシャルメディア技術の米国プラットフ

ォーマーの革新技術（先端の半導体設計技術を

含む）の社会的受容を促す社会的ルール基盤の

整備を欧州のルール・メイキング戦略をもって

促していくことが考えられる。

台頭する東アジアのイノベーション基盤は如

何なものであるかを問うてみれば、CVID-19感

染拡大対応にみられるように、中央集権化と官

僚主義が行き過ぎて市民社会やボトムアップの

アプローチが育たない国の限界を露呈すること

になった。このことは、イノベーションを生み

出すために、権威に裏付けされた求心力を有す

るイノベーション・システムの追求という国家

的な「権力的監視（authoritarian surveillance）

資本主義」ともいうべきものに陥りかねず、権

威による監視・統制システムにおける排外主義

との矛盾を孕んでいる。しかし、権威に裏付け

られた技術力がその技術軌道に乗れば、効率的

な生産能力を発揮することにもなろう。

これら三者の特徴的な資本主義の補完的な要

素を組み合わせ、相互に社会的受容力を備えた

自律的「市民社会」の基盤を共有できれば、ナ

ショナルを超えたリージョナルからグローバル

へのイノベーション・システムを構築できるこ

とになろう。それは、Bowles, S. and Carlin, 

W. (2020) が提示する The Triangle of State, 

Market, and Civil society を4つの構造的パワ

ーの国家と市場とのショーそーへの組み込みで

もあり、「市民社会」の力を生成 AI 技術を含め

た情報通信技術を活用して高めることが求めら

れている。

▶︎ アメリカ「熾烈（cutthroat）資本主義」：

大学、機関投資家、ベンチャーキャピ

タリスト、フィランソロフィスト（慈

善 活 動 家 ）、 国 防 高 等 研 究 計 画 局

（DARPA）が生態系を形成してイノ

ベーションを推進　＋　保障や包摂

を目指す改革

▶︎ ヨーロッパ「抱擁（cuddly）資本主義」：

多様な国家の自律性と協調体制によ

り、未来の革新技術を自ら生み出すこ

とができない。ただし、ドイツや北欧

では基本的な社会保障や公共サービス

を縮小させることなく、イノベーショ

ンや創造的破壊を促す改革の実施

▶︎ 東アジア（日本／韓国／中国）･･･ 「権

力的監視（author i t a r i an surve i l -

l a n ce）資本主義（？）」：権威に裏付

けされた求心力を有するイノベーショ

ン・システムの追求（権威による監視・
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統制システムにおける排外主義との

矛盾）・・・中央集権化と官僚主義が

行き過ぎて市民社会やボトムアップ

のアプローチが育たない国の限界・・・

Tributary Trade System + Indirect 

Territorial Expansion (Chinatowns 

around the world)・・・地政学上の「両

生 類（Amph ib i a ）」 と し て の 中 国

（Spykman, 2017）

図 6. 生成ＡＩ (GAI) と国家・市場・市民社会のトライアングル

出所）Bowles, S. and Carlin, W.,（2020）を参考に加筆して作成

翻って、イノベーションとは技術的な革新と

社会的（組織や制度）革新の両輪をもって変革

をもたらすものであり、GPT たる情報通信技

術は、社会や個人が情報やデータをどのように

感知・認識し、どのような知識をもってそれを

分析・解釈することで、情況に適応・対応でき

る情報力（インテリジェンス）を獲得できるか、

といった多様な目的の集合体として機能させる

ことが肝要である。優れた技術を社会的に研ぎ

澄ます「社会的受容（social shaping）」をもっ

て社会適用する必要があり、その技術を管理・

統制するための手段とするのか、単に欲望を誘

発する手段として富（利益）の増進に駆り立て

るのか、それとも他者との共存共栄のための情

報共有手段として、さらには協働・共同を促し

ていくのか、われわれはそのトライアングルの

渦中で、“AUTO”の意味を再認識する必要が

あ る の か も し れ な い。 そ れ は、 自 動 化

（automation）によって自律性（autonomy）

を失い、独裁政治（autocracy）に従属する存

在となるのか、技術をもって自らを律する自治

権と規律・規則を打ち立てる人新世の分岐点に

立っている。それは、対立よりも寛容と尊重の

時代ともいえよう。そこに情報通信のテクノソ

ーシャリズムの意義「人々によって人々のため

に推進される価値体系」の共有、「市民社会
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（Civil Society）」がある。 

しかるに、アジア太平洋地域はこの「市民社

会」による自律的な統治が可能なのであろう

か。アメリカは「熾烈（cutthroat）資本主義」

をグローバル・イノベーション・システムの中

核を握りながらも、アジア太平洋地域の同盟国

（地域）を従えながらインドを巻き込んで「シ

ーパワー」により、中国に対する「封じ込め」

を図ろうとしている。一方、東アジアの中国、

韓国、日本は共に「権力的監視（authoritarian 

surveillance）資本主義」の社会的基盤を有し

ながらも、それぞれに権威に裏付けされた求心

力を有するナショナル・イノベーション・シス

テムを追求し、中国は権威による中央集権的監

視・統制システムを東南アジアや太平洋島嶼の

周辺地域にも拡張しようとしているかに見え

る。他方、韓国はサムスンに代表されるグロー

バル企業が諸地域に足場を固めながら求心力を

獲得しようと画策し、日本はグロ―バル・バリ

ュー・チェイン（GVC）のニッチなフラグメ

ンテーションで主要な中間財供給で存在感を得

るに留まり、国内市場向けのフルセット型供給

体制に固執するのであろうか。

４．	結びにかえて～アジア太平洋地域の
「平和」

レーガン大統領は1982年のスピーチで「平

和は紛争がないということではなく、武力によ

らない手段で紛争を処理することだ」“Peace 

is not the absence of conflict, but the ability to 

cope wi th conf l i c t by peacefu l means . ”　

(Reagan, 1982) と述べた6。 では、紛争はいかに

して生まれるのか。それは「抑圧（oppression）」

によって、そして「脅威（threat）」によっても

たらされるものである。国家間に限らず、国内

においても様々な抑圧と脅威が紛争の火種とな

り得る。そして紛争は国家間の戦争にまで発展

しかねない。戦争は終結したとしてもそれ自体

に「悔恨」という「抑圧」をも残すことになる。

それを回避するためには、戦争という武力によ

ら な い 紛 争 の 解 決 手 段、 す な わ ち「 対 話

（dialogue）」という相互理解による「抑圧」

からの解放でなければならない。また「支配

（control）」は、人々の自律性を奪い、従属関

係を強い、そこに抑圧が生まれる。

Blattman, C. (2022) は、以下の「戦争が起き

る5つの理由（Five Reasons for Wars）」を提

示する。

（1） 「抑圧されていない利益（Unchecked 

Interests）」・・・「指導者の戦争バイア

ス（leadership’s war bias）」

戦争のコスト（戦争がもたらす犠牲）

は和平へ向かわせる主なインセンティ

ブとなるが、戦争を決定する人々が集

団内のほかの人々に対して責任を負わ

ない場合、彼らは武力衝突による犠牲

や苦悩をある程度無視して、私的利益

を得ようと、戦争を導くこともある。

（2） 「無形のインセンティブ（Intangible 

Incentives）」・・・価値と道義をめぐる

争い

復讐や、地位の獲得、支配など、価値の

ある目的や、神の栄光、自由、不正との

闘いなど、道義的な目的を達成するた

めに暴力に訴える手段が行使されるこ

とがある。これらの無形の報酬を最優

先に置く集団は、戦争がもたらす犠牲

をいとわず、妥協を拒否する。

（3） 「不確実性（Uncertainty）」・・・「情報

の非対称性」

戦争においては敵の戦力や戦意の程度
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はわからず、自分が相手と同じ情報を

持っていない場合たとえ戦争が不利益

であっても、攻撃が最善の戦略になる

可能性がある。

（4） 「コミットメント問題（Commitment 

Problems）」・・・「エイジェンシー問題」

敵対集団が台頭してきたときの最善の

選択は、何らかの譲歩をすることであ

るが、相手の台頭を事前に察知したら、

優勢なうちに攻撃し、自分たちの衰退

を防ごうとする攻撃のインセンティブ

が働く。攻撃をしない場合、その代償

として敵は何を約束するか、強大にな

っても新たに獲得した力を行使しない

と約束するか、したとしても信用でき

るかの問題があり、戦争による破壊を

避けるために政治的取引は信用できな

いものとなる。

（5） 「誤認識（Misperceptions）」・・・「囚

人のジレンマ問題」

誤認識は、さまざまな種類の誤った信

念によって合意できる条件を見いだす

能力を奪うことになる。そして、競争

や対立が誤った判断をさらに悪化させ

る 。

そして、これらの戦争の要因に対して「平

和をもたらす4つの術（The Four Paths to 

Peace）」 を示唆する。

A) 「相互依存（Interdependence）」・・・

経済的、社会的、文化的な綢繆（ちゅう

びゅう）intertwined economically, 

socially, and culturally.

B) 「制度による抑制と均衡（Institutional 

Checks and Balances）」 

C) 「 規 則 の 制 定 と 執 行（Rules and 

Enforcement）」・・・法律や国家、社会

規範

D) 「介入（Interventions）」that counter 

the five kinds of breakdowns and make 

normal compromise possible.

現在のアジア太平洋地域は、武力による紛争

を回避しながらも、その火種にいつ火がつくと

も限らない状況にある。とりわけ、中国沿海地

域においてランドパワーとシーパワーとの分

断・対立領域が形づけられようとしている一方

で、米中の経済摩擦が技術覇権をめぐる争いを

呈しており、その技術が権力の源泉たる＜安全

保障＞＜生産＞＜金融＞＜知識＞の全領域に及

ぶゆえに問題を複雑化させている。そのような

中で、地域内およびグローバルな体制・制度に

よる抑制と均衡（Check and Balance）をもっ

て、武力によらない紛争の解決を探り得るか

は、域内における開かれたシステムで情報発信

することが「不確実性」減少させ、「誤認識」

を回避して、「無形のインセンティブ」に踊ら

されない綢繆相互依存関係を構築することで、

「平和のリアリズム」を実現していくことが求

められている。

		注

1 G7 Hiroshima Summit 2023（https://www.mofa.
go.jp/policy/economy/summit/hiroshima23/en/）

2 「台湾勢「世界の工場」離れ」（日本経済新聞
2023年4月29日付）

3 木内登英（2022）「SWIFT と米国の金融覇権に
挑戦するデジタル人民元」『コラム 木内登英の
Global Economy & Policy Insight』野村総合研究
所 https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/
lst/2020/fis/kiuchi/0206

4 「経済安保 米中のはざまで 米ドル覇権制裁の効
果左右」朝日新聞（2022年3月21日付）
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5 中国人民銀行が法定デジタル通貨の研究チーム
を立ち上げたのが2014年。その後、2020年10月に
広東省深圳市で実証実感を開始するとともに、法定
通貨の人民元にデジタル通貨を加える法改正案を
公表した。2022年の北京冬季オリンピックで外国
人向けの利用実験を行い、同年3月には実験都市を
23地域に拡大、9月には人民銀行が段階的に全省へ
拡大していく方針を表明した。（『日本経済新聞』
2023年5月5日付）

6 R e a g a n ,  R o n a l d  (1982)  “ A d d r e s s  a t 
Commencement Exercises at Eureka College in 
Il l inois, May 9, 1982, ” Public Papers of the 
Presidents of the United States. [ https://www.
reaganlibrary.gov/archives/speech/address-
commencement-exercises-eureka-college-eureka-
illinois ]
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Abstract

This study explores Japan’s immigrant integration approach in comparison to Germany, the Unit-

ed States, and Singapore, highlighting the contrasts between Japan’s temporary labor-focused policies 

and the comprehensive integration frameworks adopted by the other nations. Using data from the 

World Values Survey Wave 7 (2017–2022), this study examines public perceptions of immigrants, fo-

cusing on their economic and cultural contributions. Findings indicate that Japanese respondents fre-

quently express ambivalence regarding immigrants’ societal roles, contrasting with predominantly pos-

itive attitudes observed in the United States and Singapore, where immigrants are widely regarded as 

vital contributors. German public opinion presents a complex mix of acceptance and concern, shaped 

significantly by the post-refugee crisis discourse. This international analysis underscores the potential 

for Japan to strengthen its economic resilience and social cohesion through the adoption of more inclu-

sive, long-term immigration policies tailored to its unique societal context.

Keywords: Immigration Policy; Social Integration; Cultural Diversity; Migrant Workers; Comparative 

Study; World Values Survey (WVS)
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1. Introduction

1.1 Background and Rationale

The global workforce is undergoing significant 

transformations due to globalization, demographic 

shifts, and increasing international mobility. Devel-

oped countries, particularly Japan, face acute labor 

shortages driven by aging populations and declining 

birth rates. These shortages threaten economic 

growth and social stability. Without substantial poli-

cy reforms, Japan’s workforce, estimated at 69 mil-

lion in 2022, is projected to decline to 60 million by 

2040.

To address this crisis, Japan has increasingly 

relied on foreign workers in key sectors such as 

healthcare, construction, and agriculture. However, 

these workers often experience social isolation due 

to limited integration efforts, undermining their con-

tributions to Japanese society.

While initiatives like the Specified Skilled 

Worker visa aim to alleviate labor shortages, Japan 

predominantly views foreign workers as temporary 

economic solutions rather than long-term communi-

ty members. In contrast, Germany implements com-

prehensive integration programs, the United States 

emphasizes cultural inclusion, and Singapore adopts 

a managed multicultural framework. These models 

offer valuable insights for Japan to develop more in-

clusive and sustainable immigration policies.

1.2 Research Objective

This study examines the approaches to foreign 

worker integration in Japan, Singapore, the United 

States, and Germany, focusing on workplace inte-

gration, social inclusion, and cultural adaptation. By 

analyzing both successful practices and persistent 

challenges, the research aims to propose actionable 

strategies for Japan to enhance its policies. Specifi-

cally, it emphasizes the importance of recognizing 

foreign workers not solely as economic assets but as 

integral members of society.

1.3 Research Questions

This study addresses the following research 

questions:

①How do social integration policies for for-

eign workers vary among Japan, Singapore, the 

United States, and Germany?

②What social, economic, and cultural factors 

facilitate or hinder the integration of foreign workers 

in these countries?

③How can policy frameworks be optimized to 

balance labor market demands with effective social 

integration?

1.4 Hypotheses

The study proposes four hypotheses:

① Local attitudes toward foreign workers sig-

nificantly influence their societal acceptance 

and opportunities.

② Positive public sentiment correlates with ex-

panded employment prospects for foreign 

workers.

③ Increased immigrant populations may height-

en public concerns about social stability, in-

cluding crime rates.

④ Larger immigrant populations enhance recog-

nition and acceptance of cultural diversity.
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Through comparative analysis, the study aims 

to provide actionable insights for Japan to develop 

policies that promote social cohesion and economic 

resilience.

2. Overview of Immigration Policies in Se-
lected Countries

2.1 Purpose of This Section

This section examines immigration policies in 

Japan, Singapore, the United States, and Germany to 

identify actionable insights for improving Japan's 

approach. Each country exemplifies a distinct mod-

el:

① Japan has historically restricted immigration, 

particularly for low-skilled workers, reflect-

ing cultural preferences for societal homoge-

neity.

② Singapore adopts a strategic approach, priori-

tizing the selection of skilled workers to ad-

dress specific economic needs.

③ The United States emphasizes diversity, ac-

commodating both skilled workers and fami-

ly members, while providing various path-

ways for long-term integration and success.

④ Germany actively promotes immigration and 

integration through a robust commitment to 

refugee resettlement and comprehensive so-

cial inclusion programs.

By contrasting these approaches, this analysis 

highlights potential lessons for Japan as it reassesses 

its immigration policies. The findings from this 

comparison will also provide a foundation for subse-

quent discussions on theoretical frameworks and re-

search methods related to social integration.

2.2 Detailed Examination of Immigration Poli-

cies and Rationale for Country Selection

2.2.1 Overview of Germany’s Immigration Policy

Historically, Germany did not identify as a 

country of immigration, largely due to its traditional 

concept of national identity rooted in shared ethnici-

ty, culture, language, and heritage 4. This perspective 

resulted in policies favoring cultural assimilation 

over integration, particularly for long-term residents. 

However, as Germany’s economy and society be-

came more diverse in the 2000s, its immigration pol-

icies underwent a significant shift toward inclusivity, 

offering valuable lessons for Japan’s policy develop-

ment 5. 

The 2005 Immigration Act marked a pivotal 

moment in Germany’s approach to integration. Ac-

cording to the Federal Agency for Civic Education 

(BPB, 2009), this legislation formalized Germany’s 

commitment to integration through mandatory lan-

guage instruction and civic education. Grounded in 

the principle of "support and demand," this frame-

work established a reciprocal system: the govern-

ment provides language courses and ensures equita-

ble access to employment and education, while 

immigrants are expected to learn German and under-

stand societal norms. This shift signified Germany’s 

transition from viewing immigration as temporary to 

embracing it as a long-term societal feature 6.

Building on this foundation, the 2007 National 

Integration Plan (NIP) coordinated integration ini-

tiatives across federal, state, and local governments. 

Central to this plan are "civic integration courses," 
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which combine language training with education on 

civic duties and democratic values. These courses 

aim to equip immigrants with the skills and knowl-

edge needed to fully participate in German society 

and contribute to both the workforce and their local 

communities.

The NIP’s "support and demand" model exem-

plifies a balanced integration strategy by fostering 

mutual commitments between immigrants and the 

host society. Immigrants are required to acquire lan-

guage proficiency and understand societal values, 

while receiving fair opportunities in education and 

employment. This two-way approach creates a foun-

dation for effective integration, encouraging social 

cohesion and economic participation 7.

Despite these advancements, challenges per-

sist, particularly in the areas of education and em-

ployment, where disparities hinder younger immi-

grants’ full integration. Addressing these inequalities 

remains critical to achieving comprehensive social 

and economic inclusion.

Germany’s structured integration approach 

contrasts with models like the United States’ multi-

cultural framework, which emphasizes diversity and 

will be explored in the next section.

2.2.2 Overview of the United States’ Immigration 

Policy

The United States, often referred to as a "na-

tion of immigrants," has cultivated a distinctive ap-

proach to integrating cultural diversity. Its policies 

promote integration through education, pathways to 

citizenship, and civic engagement, with a particular 

emphasis on supporting immigrant children. By en-

suring access to quality education and public ser-

vices, the U.S. enables immigrant children to be-

come active contributors to society. This 

multicultural model contrasts sharply with Japan’s 

more cautious approach, showcasing how diversity 

can be effectively nurtured.

According to research from Queen's Universi-

ty’s Multiculturalism Policy Index, while the U.S. 

lacks explicit federal multicultural policies, it com-

pensates with robust legal protections and social 

support systems for immigrants. A prominent exam-

ple is the Community Relations Service (CRS), es-

tablished under the 1964 Civil Rights Act, which 

mediates racial and cultural conflicts to ease tensions 

between immigrants and local communities. The 

long-standing emphasis on multiculturalism is evi-

dent in initiatives such as New York City’s "Intercul-

tural Education Charter," introduced in 1944, which 

set a precedent for similar programs across the coun-

try 8.

One notable feature of U.S. policy is its sup-

port for bilingual education, especially for Span-

ish-speaking communities. This approach helps im-

migrants preserve their cultural identities while 

developing essential English language skills, facili-

tating smoother integration into broader society. 

As Bloemraad (2006) 9 observes, the U.S. 

adopts a "hands-off" approach to integration, relying 

heavily on local communities and nonprofit organi-

zations rather than centralized government interven-

tion. This decentralized system allows immigrants 

significant freedom to integrate at their own pace 

while maintaining their cultural heritage. The path to 

citizenship is relatively accessible, and immigrants 

enjoy considerable flexibility in choosing their place 

of residence and work.

In addition, affirmative action policies play a 
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crucial role in promoting equal employment oppor-

tunities for marginalized groups, including women, 

veterans, disabled individuals, and minorities. These 

policies create an inclusive foundation, enabling im-

migrants and minority groups to achieve both social 

and economic success. Collectively, these measures 

reflect America’s commitment to diversity and in-

clusion, offering valuable lessons for countries like 

Japan seeking to refine their integration strategies.

2.2.3 Overview of Singapore’s Immigration 

Policy

Singapore has established a sophisticated im-

migration system that carefully balances economic 

needs with social stability. This system, character-

ized by strict visa controls and multicultural support 

programs, offers valuable insights for Japan as it 

seeks to harmonize cultural diversity with economic 

growth.

Rahman and Kiong (2012) 10 describe Singa-

pore’s "transnational inclusion" approach, which 

differs from Western models of assimilation or mul-

ticulturalism. This strategy encourages immigrants 

to integrate fully into Singapore’s economy and so-

ciety while preserving their cultural identity and 

maintaining connections to their home countries. 

For instance, Singapore facilitates regular travel for 

migrant workers to sustain family ties and organizes 

programs to help them adapt to local life. Addition-

ally, the country actively promotes cultural celebra-

tions and community events to honor immigrants’ 

heritage.

Singapore prioritizes attracting highly skilled 

workers by providing clear pathways to permanent 

residency and robust integration support. This policy 

targets professionals in key sectors, such as health-

care and finance, positioning them as long-term con-

tributors to the nation rather than temporary labor-

ers.

Immigration also plays a critical role in ad-

dressing Singapore’s declining birth rates. As high-

lighted in a 2024 AWARE Singapore report 11, the 

government has implemented comprehensive poli-

cies that combine permanent residency pathways 

with family assistance programs and targeted re-

cruitment strategies to secure workers with special-

ized skills.

To further enhance transparency and public 

trust, Singapore introduced the "Compass" 12 scoring 

system in 2023. This points-based framework evalu-

ates candidates on factors such as skills, economic 

contributions, and alignment with national values. 

By accommodating individuals from diverse back-

grounds—not solely high-income earners—this sys-

tem fosters a more inclusive society while ensuring 

that immigration aligns with Singapore’s economic 

and social priorities.

2.2.4 Overview of Japan’s Immigration Policy

Japan has historically adopted a cautious stance 

toward immigration, particularly in the case of low-

skilled foreign workers. While the Liberal Demo-

cratic Party’s framework supports the entry of work-

ers with specialized and technical skills without 

strict quotas(Liberal Democratic Party of Japan Pol-

icy Research Council, 2016 13), it has significantly 

restricted the admission of so-called "unskilled la-

bor." This ambiguous distinction highlights the need 

for more flexible and adaptive policies that reflect 

current labor market demands and societal realities.
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Japan's aging population and declining birth 

rates have led to acute labor shortages, especially in 

sectors such as caregiving, agriculture, and hospital-

ity. In response, the government has cautiously 

opened specific industries to foreign workers while 

striving to balance fair employment practices, public 

safety, and the protection of domestic workers’ inter-

ests.

Although Japan continues to focus on attract-

ing skilled professionals, it has demonstrated flexi-

bility by temporarily increasing foreign worker quo-

tas to address urgent demands, such as during the 

Olympics or post-disaster reconstruction efforts. 

This targeted approach reflects the government’s in-

tent to address immediate labor shortages while 

maintaining control over long-term immigration 

trends.

Recognizing that effective integration requires 

robust support systems, the government has initiated 

efforts to enhance educational and social services for 

foreign workers. Collaborations with local govern-

ments aim to establish networks that foster harmoni-

ous community relations and enable foreign workers 

to fully engage in Japanese society.

Although Japan does not formally label its pol-

icies as an "immigration policy," it is increasingly 

adopting a strategic approach to the acceptance of 

foreign workers to counter demographic challenges 

and sustain economic growth. While Japan’s poli-

cies remain more cautious and gradual compared to 

other nations, these targeted measures align foreign 

worker integration with the country’s broader so-

cio-economic objectives.

3. Theoretical Framework and Research 
Methodology

This study builds on Miyajima’s (2017) 14 defi-

nition of "social integration" as its theoretical foun-

dation. Unlike assimilation, which prioritizes cultur-

al conformity, Miyajima conceptualizes social 

integration as a process in which immigrants achieve 

equal membership in society by participating fully 

in both work and social life without facing discrimi-

nation based on cultural differences. This framework 

is instrumental in identifying the structural factors 

necessary for meaningful participation and equality.

Miyajima's approach is particularly relevant 

for analyzing Japan’s immigration policy, as it high-

lights the importance of societal and structural sup-

port systems. This perspective balances economic 

and social equality with cultural diversity—an es-

sential consideration for Japan, where foreign work-

ers play an increasingly critical economic role but 

face persistent challenges in societal integration.

By employing Miyajima’s definition, this study 

critically evaluates how effectively Japan’s policies 

promote long-term social stability and equality for 

immigrants. It also serves as a comparative tool, en-

abling the analysis of Japan’s approach alongside 

those of other nations to identify strategies for more 

comprehensive integration.

Research Methodology

The study utilizes data from the World Values 

Survey (WVS) Wave 7 (2017–2022) to examine 

public attitudes toward immigration and social inte-

gration across multiple countries. The WVS pro-

vides extensive cross-national data on cultural ac-

ceptance, economic contributions, and social 

inclusion, making it an ideal resource for evaluating 
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immigrant integration.

The combination of WVS data with Miyaji-

ma’s framework allows for a systematic analysis of 

how different societies perceive and support immi-

grant inclusion. This approach aligns closely with 

Miyajima’s vision of integration as a pathway to 

equality and active participation, offering actionable 

insights into the factors that facilitate or hinder suc-

cessful integration.

By positioning Japan’s integration policies 

within a global context, this study identifies both 

strengths and areas for improvement. Comparing Ja-

pan with Germany, the United States, and Singapore 

highlights distinct approaches and provides a basis 

for recommendations. Given Japan’s increasing reli-

ance on immigration and its complex social response 

to it, these comparisons offer valuable guidance for 

developing policies that balance economic demands 

with social inclusion.

4. Data Analysis and Findings

Figure 1 from the World Values Survey Wave 7 

(2017–2022) illustrates the distribution of na-

tive-born and immigrant respondents across Germa-

ny, Japan, Singapore, and the United States.

Overall, 87.1% of respondents across all sur-

veyed countries were native-born, while 11.8% 

identified as immigrants. Germany and Singapore 

reported higher proportions of immigrant respon-

dents (13.9% and 20%, respectively), reflecting their 

relatively open immigration policies. In contrast, Ja-

pan’s immigrant population, represented by just 1% 

of respondents, underscores the country’s tradition-

ally cautious approach to immigration. The United 

States, with 9.9% of respondents born outside the 

country, occupies a middle ground in terms of immi-

grant representation.

These demographic patterns provide essential 

context for examining public attitudes toward immi-

gration and integration, which are explored in great-

er detail in subsequent sections. Complete data ta-

bles supporting these observations are available in 

the Appendix.

The key insights are summarized below, and 

detailed data supporting these observations can be 

found in Appendix.

Figure 1. Respondent Immigrant Status
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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4.1 Perceptions of Immigrants' Impact on Na-

tional Development

Countries exhibit notable differences in per-

ceptions of immigrants' contributions to national de-

velopment. In Germany and Japan, approximately 

one-quarter of respondents rated immigrants' impact 

as "quite bad" (24.4% and 23.4%, respectively). 

Conversely, Singapore and the United States demon-

strated more favorable attitudes, with 33.8% of Sin-

gaporean and 28.5% of American respondents view-

ing immigrants’ impact as "very good."

These disparities likely reflect differences in 

integration policies and societal acceptance. Coun-

tries with well-established integration frameworks, 

such as Singapore and the United States, appear to 

foster more positive perceptions of immigrants. In 

contrast, the more cautious or restrictive policies in 

Germany and Japan may contribute to heightened 

concerns regarding immigrants' role in national de-

velopment.

4.2 Perceptions of Immigrants’ Impact on the La-

bor Market

Public opinion on immigrants' contributions to 

the labor market varies significantly across coun-

tries. In Japan, 55.4% of respondents acknowledged 

immigrants’ positive contributions to the workforce. 

However, 39.5% expressed uncertainty—substan-

tially higher than in the United States and Singapore, 

where over 50% of respondents perceived immi-

grants as beneficial to their respective labor markets.

Japan's high level of uncertainty suggests a 

lack of public awareness or clear communication re-

garding the long-term economic contributions of 

foreign workers. This indicates a need for more 

transparent immigration policies and public educa-

tion to address misconceptions and highlight immi-

grants’ economic value.

By contrast, the stronger positive sentiment in 

the United States and Singapore likely reflects their 

established integration practices and clearer public 

understanding of immigrants' roles in the labor mar-

ket. These findings underscore the importance of 

comprehensive integration policies in shaping pub-

lic perceptions and fostering acceptance.

4.3 Perceptions of Immigrants’ Impact on Crime 

Rates

Public perceptions of the relationship between 

immigration and crime vary significantly across 

countries. Germany exhibits the highest level of 

concern, with 60.8% of respondents believing that 

immigration increases crime rates. By contrast, only 

36.6% of respondents in Singapore and 29.5% in the 

United States share this belief, indicating lower lev-

els of concern in these countries.

These disparities appear closely tied to the ef-

fectiveness of integration policies and the general 

acceptance of immigrants. In Singapore and the 

United States, well-established integration programs 

likely contribute to stronger trust between immi-

grants and residents, reducing fears and misconcep-

tions about crime.

Germany’s elevated concerns may reflect deep-

er societal anxieties about immigration, possibly ex-

acerbated by recent waves of immigration and refu-

gee arrivals. This suggests a need for more robust 

integration measures to enhance social cohesion and 

address public apprehensions.
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4.4 Attitudes Toward the Acceptance of Political 

Refugees

Attitudes toward the acceptance of political 

refugees differ significantly across countries, reflect-

ing diverse policies and historical contexts. Germa-

ny demonstrates the strongest support, with 86.5% 

of respondents in favor of accepting refugees. This 

likely stems from Germany’s extensive experience 

with refugee integration, particularly following the 

2015 refugee crisis, and its long-standing commit-

ment to humanitarian principles.

Japan, by contrast, shows substantial uncer-

tainty, with 60.3% of respondents stating they find it 

"hard to say" whether refugees should be accepted. 

This ambivalence may be attributed to Japan’s limit-

ed experience with large-scale refugee arrivals and 

the relatively low level of public discourse on refu-

gee issues.

The United States and Singapore adopt distinct 

approaches based on their national priorities. The 

United States, as a historically "nation of immi-

grants," shows moderate support for refugee accep-

tance. Singapore, prioritizing social stability, takes a 

more cautious stance through strict immigration 

controls.

These contrasting attitudes underscore the in-

fluence of historical experience, policy frameworks, 

and public awareness on perceptions of political 

asylum. They highlight the importance of con-

text-specific strategies to address public concerns 

and foster informed discussions about refugee is-

sues.

4.5 Perceptions of Immigrants’ Contribution to 

Cultural Diversity

Research reveals significant variations in how 

countries perceive immigrants’ contributions to cul-

tural diversity. Germany and Singapore demonstrate 

notably positive attitudes, with 68.5% and 55.6% of 

their populations, respectively, recognizing immi-

grants as enriching their cultural landscape. This op-

timism likely stems from these nations’ multicultural 

policies, which actively promote immigrant integra-

tion and visibility, framing diversity as a valuable 

societal asset.

Japan, however, presents a contrasting per-

spective, with 38.1% of respondents expressing un-

certainty about immigrants’ cultural contributions. 

This hesitation may be attributed to Japan’s histori-

cally homogeneous society and limited exposure to 

large-scale immigration, which make it challenging 

for the public to fully appreciate the potential cultur-

al benefits of diversity.

4.6 Flexibility and Restrictiveness in Immigration 

Policies

Attitudes toward immigration policy vary 

widely across nations. Japan and the United States 

favor stricter immigration controls, with 52.3% of 

Japanese respondents and 69.2% of Americans sup-

porting tighter immigration limits. These preferenc-

es likely reflect concerns about social cohesion, na-

tional security, and the economic impact of 

immigration.

In contrast, Singapore adopts a more pragmatic 

stance, with 39.4% of its population supporting im-

migration when job opportunities are available. This 

reflects Singapore’s economically driven immigra-

tion policy, which emphasizes maintaining a flexible 
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workforce while carefully managing social integra-

tion and harmony.

These findings highlight how immigration pol-

icies are shaped by national priorities. For Japan and 

the United States, these priorities focus on regulat-

ing immigration to address security and social con-

cerns. Singapore, on the other hand, tailors its poli-

cies to meet economic needs while balancing 

integration efforts. These distinct approaches illus-

trate the adaptability of immigration policies to dif-

fering societal and economic contexts.

4.7 Perceptions of Employment Competition with 

Immigrants

Survey data reveals widespread concerns about 

job competition between immigrants and local 

workers, particularly in Japan and Singapore. In Ja-

pan, 59.9% of respondents believe Japanese nation-

als should be prioritized for jobs during periods of 

unemployment, reflecting underlying tensions re-

garding the integration of immigrants into the labor 

market.

This sentiment is even stronger in Singapore, 

where 78.9% of respondents favor prioritizing jobs 

for Singaporeans. This strong preference under-

scores Singapore’s ongoing challenge of balancing 

its reliance on foreign workers with the need to pro-

tect employment opportunities for its citizens—a 

central focus of its labor and immigration policies.

These findings indicate that public perceptions 

of immigrants as competitors in the labor market 

significantly influence policy decisions in both coun-

tries. While immigrant workers are crucial for filling 

workforce gaps, especially in key industries, policy-

makers face the dual challenge of meeting economic 

demands while addressing public concerns about job 

security. This underscores the complexity of creat-

ing policies that align economic and social objec-

tives. 

5. Discussion

The comparative analysis summarized in Table 

1 highlights how each country's unique social, eco-

nomic, and cultural context shapes its immigration 

and integration policies. By examining key factors 

such as immigration policies, integration strategies, 

public attitudes, perceptions of cultural diversity, 

and concerns about social risks across Japan, Ger-

many, the United States, and Singapore, this study 

identifies critical patterns in how these societies ac-

cept and integrate immigrants.

Table 1 : Comparative Analysis of Immigration 

Policies and Social Integration
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5.1 Immigration Policies and Economic Priorities

Immigration policies reflect distinct national 

priorities. Japan adopts a cautious approach, such as 

the Technical Intern Training Program, focusing on 

short-term labor needs while restricting pathways to 

permanent settlement. In contrast, Germany takes a 

long-term perspective, offering integration pathways 

like the Gastarbeiter policy to facilitate societal in-

clusion.

The United States and Singapore prioritize 

skills-based immigration to drive economic growth. 

By highlighting immigrants' contributions to inno-

vation and national development, these countries 

A spect J a pa n G er ma n y U n i t ed S t a t es S i n ga por e

I mmigr ation 
P olicy

F ocus on shor t-
ter m labor  (e.g., 
T echnical 
I nter n 
P r ogr am)

L ong-ter m 
acceptance of 
immigr ants 
(Gastar beiter  
policy)

F lexible policy, 
actively 
accepting high-
skilled wor ker s

A ccepts 
immigr ants to 
suppor t 
economic 
gr owth, 
developed visa 
system

A ppr oach to 
S ocial 
I ntegr ation

R eluctant 
towar ds social 
integr ation

A ims for  long-
ter m 
integr ation 
thr ough 
policies

P r omotes 
multicultur alis
m, values 
economic 
contr ibutions of 
immigr ants

S tr ong focus on 
cultur al 
integr ation, 
suppor ts 
immigr ant 
inclusion

P ublic 
A ttitudes 
T owar d 
I mmigr ants

H igh 
uncer tainty, 
many 
ambiguous 
views

S tr ong 
concer ns about 
social r isks 
posed by 
immigr ants

P ositive view of 
immigr ants' 
contr ibutions 
to the labor  
mar ket

V alues 
economic 
contr ibutions 
and pr omotes 
cultur al 
diver sity

P er ception of 
C ultur al 
Diver sity

L ow 
r ecognition of 
the value of 
cultur al 
diver sity

V alues cultur al 
diver sity but 
str uggles with 
full  integr ation

S ees cultur al 
diver sity as a 
societal 
str ength

A ctively 
pr omotes 
multicultur alis
m as a cor e 
par t of society

C oncer ns 
A bout C r ime 
and S ocial 
R isks

S tr ong 
concer ns about 
cr ime and 
ter r or ism r isks 
fr om 
immigr ants

H igh concer n 
about social 
r isks, especially  
after  the 
r efugee cr isis

S ome concer ns 
about cr ime, 
but str ict 
management 
helps

S tr ict 
management 
r educes 
concer ns about 
cr ime and 
social r isks



　Comparative Studies on Social Integration of Migrant Workers

− 65 −

foster positive public attitudes. This contrasts with 

Japan and Germany, where differing priorities—

short-term labor versus long-term integration—

shape public perceptions and policy outcomes.

5.2 Social Integration Approaches

Social integration strategies vary significantly. 

Japan remains conservative, limiting foreign work-

ers' inclusion as permanent community members. 

Germany, however, adopts a proactive approach 

with structured policies supporting integration and 

recognizing immigrants as societal contributors.

The United States and Singapore emphasize 

cultural inclusion with distinct focuses. The U.S. 

leverages multiculturalism as a societal asset, while 

Singapore integrates cultural and economic dimen-

sions, fostering immigrant participation in both so-

cial and economic spheres. These inclusive models 

demonstrate the importance of integration policies 

in shaping positive public attitudes.

5.3 Public Attitudes and Recognition of Cultural 

Diversity

Public attitudes toward immigrants reveal sig-

nificant variation. Japan’s ambivalence likely stems 

from its homogeneity and limited exposure to multi-

culturalism. Germany recognizes the value of cultur-

al diversity but faces challenges in achieving full 

societal integration.

In contrast, the United States and Singapore 

actively promote cultural diversity as central to their 

national identity. Supportive multicultural policies 

in these countries foster welcoming environments 

and greater public acceptance of immigrants.

5.4 Concerns About Crime and Social Risks

Germany and Japan express the strongest con-

cerns about immigration-related social risks, includ-

ing crime. Germany’s heightened apprehension may 

stem from the recent influx of immigrants and refu-

gees, which intensified public debates on social sta-

bility. Similarly, Japan’s cautious stance reflects 

broader societal concerns about potential social dis-

ruption.

Conversely, the United States and Singapore 

have implemented measures to mitigate these con-

cerns effectively. The U.S. relies on strict law en-

forcement to ease public fears regarding crime, 

while Singapore’s well-managed immigration sys-

tem fosters public confidence. These examples high-

light how strong regulations, coupled with effective 

integration programs, can reduce societal anxieties 

about immigration.

5.5 Broader Implications for Immigration and 

Integration

The experiences of Germany, Japan, the United 

States, and Singapore underscore how well-designed 

immigration policies and inclusive integration pro-

grams influence public attitudes and social harmony. 

Singapore offers a compelling example of success-

fully balancing economic needs with cultural inte-

gration. Germany’s long-term integration strategies, 

which include structured policies, demonstrate the 

importance of creating clear pathways for immi-

grants to become full members of society.

For Japan, where public uncertainty about im-

migration remains significant, these comparisons 
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suggest actionable steps forward. Addressing socie-

tal concerns, establishing clear long-term immigra-

tion objectives, and actively promoting social inte-

gration can help Japan develop a balanced approach 

that aligns its economic needs with social expecta-

tions.

6. Conclusion

This study examined the approaches of Japan, 

Singapore, the United States, and Germany toward 

the social integration of foreign workers, analyzing 

factors that facilitate or hinder integration across so-

cial, economic, and cultural dimensions. Our com-

parative analysis of public attitudes, policies, and 

social dynamics provided several key insights.

The findings reveal significant differences in 

integration strategies. Singapore and the United 

States actively promote both economic and cultural 

integration, recognizing immigrants as vital contrib-

utors to economic growth and cultural diversity. 

Germany has implemented comprehensive integra-

tion policies but continues to face public concerns 

about social risks. In contrast, Japan adopts a cau-

tious approach, emphasizing short-term labor pro-

grams with limited support for long-term integra-

tion. These observations suggest that Japan could 

benefit from developing more comprehensive and 

sustainable integration strategies.

Several factors emerged as critical in shaping 

immigrant integration. Public attitudes play a deci-

sive role in shaping societal acceptance and opportu-

nities for immigrants. In Japan and Germany, wide-

spread uncertainty and concerns about social risks 

hinder integration efforts, whereas Singapore and 

the United States generally exhibit more favorable 

attitudes, viewing foreign workers as valuable as-

sets. Economic needs also significantly influence 

policy; countries like Singapore, with clear labor 

shortages, have developed flexible and inclusive im-

migration frameworks.

Our findings suggest that successful integration 

policies balance economic objectives with social in-

clusion, fostering both workforce development and 

public acceptance. Countries that actively support 

cultural diversity alongside economic participation, 

such as Singapore and the United States, tend to ex-

perience more positive public attitudes toward im-

migrants. For Japan, this highlights the importance 

of adopting a clearer, long-term approach to immi-

gration. By effectively communicating policy goals 

and emphasizing immigrants’ contributions, Japan 

could enhance public attitudes and create a more 

welcoming environment for foreign workers.

Hypothesis Evaluation

The findings largely support our initial hypoth-

eses:

Hypothesis 1: Supported. Local attitudes play a 

significant role in shaping both the acceptance of 

foreign workers and the opportunities available to 

them. In Singapore and the United States, positive 

public perceptions are associated with broader sup-

port for foreign workers, whereas ambivalent atti-

tudes in Japan and Germany appear to constrain op-

portunities for integration.

Hypothesis 2: Supported. Countries with gen-

erally positive public attitudes toward foreign work-

ers tend to provide better employment prospects for 

these individuals.

Hypothesis 3: Partially supported. In Germany, 



　Comparative Studies on Social Integration of Migrant Workers

− 67 −

an increase in the immigrant population has been ac-

companied by heightened concerns about social sta-

bility. In contrast, Singapore and the United States 

exhibit fewer such concerns despite their relatively 

larger immigrant populations.

Hypothesis 4: Supported. Larger immigrant 

populations are positively correlated with greater so-

cietal recognition of cultural diversity, as evidenced 

in Germany, Singapore, and the United States. How-

ever, Japan demonstrates a more ambivalent stance, 

likely reflecting its limited exposure to cultural di-

versity.

Policy Implications and Future Directions

The analysis highlights the need for balanced 

immigration policies that address economic needs 

while fostering social integration. Japan, with its rel-

atively restrictive immigration framework and un-

certainty about cultural diversity, could benefit from 

adopting a more inclusive, long-term approach. 

Learning from the experiences of other countries, 

Japan has the opportunity to refine its policies to 

align better with its workforce needs and societal 

values.

Research Limitations

This study has several limitations. The reliance 

on World Values Survey data from 2015 and 2019 

may not fully capture recent policy impacts. Limited 

sample sizes in some Japanese regions restrict the 

generalizability of findings, and the timeframe may 

not adequately reflect gradual changes in integration 

efforts. Additionally, public attitudes, while infor-

mative, may not directly translate into policy out-

comes. Cross-country comparisons also faced chal-

lenges due to differing immigration systems and 

social contexts.

Future Research

To build on this work, future research will fo-

cus on gathering additional data to evaluate the 

long-term effects of immigration policies. Planned 

fieldwork includes an interview survey at a Japanese 

language school in the Goto Islands, Nagasaki, to in-

vestigate how language education supports immi-

grant integration at the community level. These in-

sights could contribute to developing more effective 

integration strategies across Japan, addressing both 

local and national challenges.
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Appendix A: Additional Figures Supporting Data Analysis

Figure1: Impact of immigrants on the development of the country
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure2: Immigration in your country: Fills useful jobs in the workforce
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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Figure3: Immigration in your country: Increases the crime rate
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure4: Immigration in your country: Gives asylum to political refugees
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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Figure5: Immigration in your country: Increases the risks of terrorism
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure6: Immigration in your country: Helps poor people establish new lives
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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Figure7: Immigration in your country: Increases unemployment
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure8: Immigration in your country: Leads to social conflict
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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Figure9: Immigration policy preference
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure10:  Immigration in your country: Strengthens cultural diversity
Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.



　Comparative Studies on Social Integration of Migrant Workers

− 73 −

Figure11: Jobs scarce: Employers should give priority to
 (nation) people than immigrants

Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.

Figure12: Jobs scarce: Employers should give priority to
 (nation) people than immigrants (3-point scale)

Source: World Values Survey Wave 7: 2017-2022.
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〈研究論文〉

Ⅰ．序論

近年、果実の輸入増加、果実・果菜間の消費

の代替が発生し、果菜類の生産が減少してい

る。果菜類の栽培面積は2000年以降、年平均

2.2％減少し2018年は49,652ha であった。果

菜類全体の生産量も年平均0.9％減少し、2018

年は2,218千トンであった。卸売市場での国内

産カボチャは搬入量が減少し、輸入カボチャの

取扱量が増加傾向にある。2015年に比べ2019

年では全体の搬入の割合は減少したが、輸入カ

ボチャの割合は2010年1％、2015年2％、2019

年4％と徐々に拡大している（尹ジョンヨルほ

か、2020）。特に、カボチャ輸入量の94％を占

めるニュージーランド産は2 ～4月に主に輸入

され、6月まで流通している。一方、国内産は7

～8月の収穫期からカボチャの出荷が本格化す

る1月まで流通している。

このように、カボチャ出荷の繁忙期に搬入量

が急増することから、価格が下落し農家経営が

不安定になる可能性が高まるとみられる。カボ

チャ栽培農家の経営安定化を図るためには、輸

入と国産の流通構造を把握し、作型の調整や収

穫・出荷時期の調節を進める必要がある。そこ

で、本稿は果菜類のなかで輸入産と国産市場の

全てに対応し、様々な品種で市場が形成される

カボチャの栽培農家を中心に、経営改善策を導

出することを目的とする。

この間、農村振興庁では2004年からセロリ、

アシタバ、チコリーなど毎年100種類余りの小

規模栽培品目の経営実態を調査分析し、品目別

の 経 営 モ デ ル を 提 示 し た（ 崔 チ ル グ ほ か

（2006）、禹スゴンほか（2008）、朴スンヨン、

チョ・ソンジュ（ 2014）、朴ピョンシクほか

（ 2016）、李鎭弘ほか（ 2018））。これらの研

究は、労働がピークとなる時期の収穫・選別作

業段階を制約量に家族労働力2人を基準として

作業可能規模を分析したものである。家族労働

力中心の経営モデルという点で意義をもつもの

である。

一方、李ヘギル・金ヒョンドク（ 2004）は

ハウスパイプを利用したカボチャの立体栽培を

事例に、投資への経営成果を提示した。このと

き必要な経営技術は優良品種の選択と適正着

果、事前の病害虫防除、収穫後の保管や端境期

の出荷調節販売などであることを示した。しか

し、こうした単純な経営成果の測定は経営の非

効率性の水準と原因が把握できないという課題

がある。

本研究と先行研究との違いは専業農家の基

＊

＊＊

李　鎭弘
田村　善弘

カボチャ栽培農家の経営効率性向上に関する研究
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準、都市勤労者基準の家族労働力中心の単純な

経営成果の測定ではない経営効率性を達成する

ためのモデルを利用している点である。経営の

非効率的な要因の分析は包絡分析法（DEA）

による研究が多くある。

本稿に関連するものとして朴スンヨン・朴ジ

ョンソプ（2013）、李ヒャンミ・高鐘泰（2011）、

高鐘泰・李ヒャンミ（ 2011）、イム・チョンヨ

ンほか（ 2014）、李ヒャンミほか（ 2015）、朴

ジュソプほか（ 2016）、朴ジェヒョンほか

（ 2016）などがある。これらの先行研究は品

種、技術、認証、施設形態、輸出などの分野で効

率性を測定し、決定要因、ベンチマーキングな

ど様々な形態を取り上げたものであった。

しかし、本研究は国内の流通構造と農業経営

の関係のなかで地域別、作型別に効率性を測定

し、作型のベンチマーキングとこれらに基づく

技術効率性の向上策を提示する。それは、カボ

チャ農家の投入要素の非効率性の除去と経営資

源の効率的な配分を通した経営効率化の水準を

把握する必要があるためである。

したがって、本稿ではノンパラメトリックア

プローチによる投入指向性 DEA モデルによる

効率性分析を行い、経営改善方案を提示する。

まず、カボチャ農家の投入と産出データを利用

し、経営特性を明らかにする。次に、カボチャ

農家の投入要素と産出要素間の効率性を分析

し、非効率的な農家の経営効率性向上策につい

て考察する。最後に得られた結果をもとに、本

稿の結論を述べる。

Ⅱ．分析モデルとデータ

1．分析モデル

本研究ではカボチャ農家の経営効率性を推定

するため、ノンパラメトリックアプローチ手法

を採用した。1 まず、ノンパラメトリックアプロ

ーチ手法の包絡分析（DEA）で効率性を測定

し、非効率的な投入要因を最小化するモデルを

提示した。そして、効率性が非常に高い農家と

過多投入・過少生産により、効率的ではないカ

ボチャ農家間の比較が可能になるよう、相対的

な効率性の水準を測定した。2 こうした効率的

水準の評価のため、DEA モデルのなかの CCR

モデルと BCC モデルとして展開し、技術効率

性、純粋技術効率性、規模効率性を分析した。

このうちの効率性水準が最も低い農家（DMU）

と参照農家（DMU）を比較・分析し、ベンチ

マーキング対象として提示した。

まず、生産可能集合内の自由可処分性とブロ

ック性の基本的な仮定のもとで、投入方向の相

対的な効率性を考慮した。そして、投入方向の

相対的効率性は農家の産出量の水準が同じと

き、生産可能集合の効率フロンティア上の参照

農家と比較し、投入要素の使用量をどれだけ効

果的に減らせるかを把握した。これは調査対象

が総収入を維持しながら、栽培技術を最も効率

的に投入する方式が現実的であるためである。

こうした相対的効率性を評価する目的で、規模

に対する収穫の仮定のもとで収益不変を意味す

る CCR モデルと収益可変を意味する BCC モ

デルを使用した。本研究では技術効率性、純粋

技術効率性、規模効率性を区分して推定するた

め、投入方向の CCR モデルと BCC モデルを

同時に利用した。3 その分析モデルは次の通り

説明される。

まず、投入方向 CCR モデルで推定しようと

する効率性水準は、（ 1）の通りである。そこ

へ投入ベクトル（xik=x1k, x2k,...,xmk ）および産

出ベクトル（yrk=y1k, y2k,...,ysk ）を持つ K 農家

の投入に対して産出の割合が 1 より小さい
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か 同 じ、 極 大 化 に 寄 与 す る 投 入 変 数 係 数

（vik=v1k, v2k, . . . ,vmk ） お よ び 産 出 変 数 係 数

（urk=u1k, u2k,...,usk）が0より大きいと仮定した。

ここで、投入変数および産出変数係数のそれぞ

れが適用された j 農家に対しても全て成立し、j

農家の総括産出ベクトル（ ただし、

r=1,…,s）と総括投入ベクトル（ た

だし、i=1,…,m）の割合が1より小さいか同じ

である。

（ 1 ）での総括投入に対して総括産出の割

合（Ek ） を 線 形 関 数 に 転 換 す る た め、 

で制約条件式を追加した後、効

率性の値を分析に使用した。

（ 2）のように効率性の値が1に続いて追加

で改善する余地があるか評価する必要がある。

これに双対関係にあるモデルに転換し、強い効

率性の下での効率フロンティアとの距離または

投入水準を最小化できる線形計画モデルは

（3）のように示される。
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こ こ で 最 適 解 が そ れ ぞ れ

を満たせば、農家は

効率性が高い農家と評価する。 λj は加重値ベ

クトルとして j 番目の農家が効率的なフロンテ

ィアの構成にどれほど作用するかを示したもの

で、 は投入要素および産出物のスラッ

ク 変 数 を 意 味 す る（ 李 ヒ ャ ン ミ・ 高 鐘 泰

（2011）、李ヒャンミほか（2015））。

（ 3）に を追加すると、収益可変

を意味する BCC モデルが示される。ここで、

に変更すれば規模に対する収

益減少（DRS）、 であれば収益増加

（IRS）を意味する。
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（ 3）と（ 4）の技術効率性（θ*）から、規

模効率性が（5）の通り示される。

（3）と（4）から、効率性の値を基本に非効

率的な農家が参照農家を参考に、効率的な農家

に移動できるようベンチマーキングの基準で提

示した。これを通して非効率的な農家が自らの

農場より技術効率性が高い農場にベンチマーキ

ングしていけるよう、経営効率性が提示できる。

2. 調査分析資料

1）調査分析対象

本研究では作型や出荷時期による非効率性を

改善するために、卸売市場への搬入特性で差を

示した地域と調査農家を選定した。まず、卸売

市場全体の搬入量の割合が最も高い慶尚北道・

奉化地域と7月以降に出荷量の割合が高い中北

部地域の京畿道の漣川地域と江原道の鉄原地域

を調査地域とした。調査は市郡農業技術センタ

ーで育成する品目別研究会の登録農家のうち、

卸売市場への出荷実績がある農家を対象とし

た。調査は農村振興庁の農産物所得調査要領に

より、2018年4月6日から7月30日まで京畿道

漣川の8農家、江原道鉄原の3農家、慶尚北道

奉化の4農家など、全体で15農家とした。この

際、総収入と費目別投入の内訳、労働投入時間

などを個別面接で調査した。 

調査対象の概要を＜表1＞に示す。経営主の

平均年齢と栽培経歴は56.5歳、13.1年で労働力

の投入は自家労働力より雇用労働力の割合が高

い。平均栽培面積は約2.5ha で、露地普通形態

が46.7％、半促成トンネル栽培形態が33.3％、

トンネル早熟栽培形態が6.7％、抑制栽培形態

が6.7％、施設栽培が6.7％であった。

計 自家 雇用 全体 調査作目 比率 無加温 加温 露地普通 半促成トンネル

15 56.5 13.1 3.7 0.9 2.8 7.7 2.5 32.5 14 1 46.7 33.3

作型別栽培割合（%）
農家（戸） 年齢（歳） 経歴（年）

労働力（人） 栽培規模（ha） 加温の有無

＜表 1 ＞調査農家の概要

注：調査地域および農家数は漣川 8 戸、鉄原 3 戸、奉化 4 戸である。
出所：筆者作成。
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2）投入および産出変数の選定

調査対象は露地普通栽培のほか、トンネル栽

培、抑制栽培、施設栽培形態により作型を多様

化して品質を向上させた。しかし、投入要素の

効率的な配分への戦略は安定的ではない。そこ

で、非効率的な農家を効率化するために、投入

指向 DEA モデルを活用した。ここでは、一定

の産出水準のもとで投入指向 DEA モデルを適

用し、産出要素と投入要素を選定する必要があ

るためである。ここで利用した産出要素は生産

量、投入要素は栽培面積、種子・種苗費、肥料費、

農薬費、その他の材料費、労働費などである。

また、種子・種苗費、肥料費、農薬費、その他

の材料費、労働費など大部分の指標は価格効果

を備えた財務性指標に一致する。なお、栽培面

積と生産量は李ヒャンミ・高鐘泰（ 2011）、高

鐘泰・李ヒャンミ（ 2011）などの先行研究で

使用された非財務性指標を参考にした。その他

の投入要素のうち減価償却費は非効率的要素と

評価しても、既に施設が固定されており、すぐ

に減らせないことから、埋没費用として処理し

た（高鐘泰・李ヒャンミ、2011；李ヒャンミ・

高鐘泰、2011）。また、水道光熱費は調査対象

の15戸中14戸が無加温栽培形態を備えている

ことから投入要素から除外したが、包装材など

の購入に使用したその他材料費は中間財費で高

い割合を占めているため投入要素に含めた。
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平均 標準偏差 最小値 最大値

 カボチャ栽培面積 25,904 20,574 4,760 82,645

 種子種苗費 3,480,067 2,289,708 750,000 9,250,000

 肥料費注1） 5,087,149 5,252,476 540,000 19,900,000

 農薬費 566,876 571,141 49,000 1,520,000

 その他材料費 2,861,858 2,262,744 77,000 8,191,950

 労働費注2） 12,600,000 6,360,440 3,564,922 27,200,000

 その他費用注3） 9,074,583 5,682,111 1,365,974 21,600,000

 費用合計（B） 33,600,000 15,900,000 8,430,133 59,500,000

産出要素  生産量 43,950 34,747 2,940 111,500

49,500,000 31,200,000 9,229,500 109,000,000

15,900,000 19,300,000 -4,303,681 61,600,000

区分

投入要素

 総収入（A）

 純輸入（A-B）

＜表 2 ＞カボチャ調査農家の投入および産出資料

注 1）肥料費は無機質肥料費と有機質肥料費の合計である。
注 2）労働費は雇用労働費と自家労働費の合計である。
注 3）その他費用は水道光熱費、小型農機具費、修繕費、大型農機具償却費、営農施設償却費、
その他費用、賃貸料、委託営農費、資本サービス費（土地資本、固定資本、流通資本サービス費用）
などの合計である。
出所：筆者作成。

Ⅲ . カボチャ栽培農家の経営効率性分析

1. 調査農家の経営特性

カボチャ栽培農家の経営効率性分析に関わる

資料の分析結果を＜表2＞に示す。農家の1戸

当たりの平均栽培面積は25,904㎡であるが、

4,760㎡から82,645㎡まで大きな差がある。こ

れは、農家の栽培作型が露地匍匐栽培から半促

成栽培、施設栽培まで様々なためである。

本研究の調査分析対象になる投入や産出をみ

ると、1戸当たりの産出量は43,950kg で、総収

入は 49,500 千ウォンであった。費用合計は

33,600千ウォンで、労働費は37.5％と最も高い

割合を占めている。次いで、その他費用が27.0

％、肥料費15.1％、種子・種苗費10.4％となった。
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＜表 3 ＞カボチャ経営の効率性分析

出所：筆者作成。

区分 農家数 平均 標準偏差 最小値 最大値

技術効率性（CRS） 15 0.831 0.179 0.493 1

純粋技術効率性（VRS） 15 0.914 0.118 0.693 1

規模効率性（SE） 15 0.912 0.157 0.493 1

2．分析結果

カボチャ農家の経営効率性を＜表3＞に示

す。まず、CCR モデルを示す（3）による技術

効率性（CRS）は0.831で、非効率性が0.169

存在する。次に、（ 4）による純粋技術効率性

（VRS）は0.914で、CCR モデルの技術効率

性の値0.831より0.083高かった。純粋技術効

率性が規模効率性より高い 。

（5）の純粋技術効率性に比べ、技術効率性の

割合が1に近づくにつれ、規模の最適化が可能

であるとみることができるが、効率性の値が

0.912であるので、規模の非効率が0.088存在と

考えられる。したがって、総収入が一定な状態

で投入要素のスラック変数  ほど減少させる

とき、非効率的要因を減らすことができる。
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栽培面積 種子・種苗費 肥料費 農薬費 その他材料費 労働費

D6 露地普通 漣川 0.493 -85.4 -70.1 -83.8 -97.8 -50.7 -95.0 3(0.029)

D4 トンネル早熟 漣川 0.624 -37.6 -74.4 -37.7 -44.7 -52.4 -70.8 1(0.068), 9(0.043)

D13 露地普通 奉化 0.66 -41.2 -34.0 -82.8 -61.2 -34.0 -34.8 1(0.311), 14(0.104)

D12 露地普通 漣川 0.681 -31.9 -67.5 -31.9 -31.9 -63.4 -52.8
5(0.153), 10(0.037),
1(0.126)

D7 露地普通 漣川 0.688 -31.2 -65.5 -31.2 -31.2 -43.1 -32.3
3(0.133), 1(0.062),
5(1.130)

D15 露地普通 奉化 0.706 -29.4 -42.9 -34.5 -64.7 -29.4 -41.6 9(0.094), 1(0.337)

D8 露地普通 漣川 0.783 -21.7 -42.7 -21.7 -21.7 -49.9 -25.8
5(0.612), 1(0.087),
3(0.210)

D11 露地普通 鉄原 0.836 -16.4 -56.0 -16.4 -16.4 -71.6 -37.4
5(1.109), 1(0.007),
10(0.121)

D1 半促成トンネル 漣川 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  7

D2 半促成トンネル 漣川 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  0

D3 半促成トンネル 漣川 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  3

D5 半促成トンネル 漣川 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  4

D9 施設栽培 鉄原 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  2

D10 半促成トンネル 鉄原 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  2

D14 露地普通 奉化 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 参照回数  1

0.831 -35.5 -54.9 -54.3 -55.7 -50.3 -46.2 -

投入要素調整比率（％）

平均

参照農家および加

重値ベクトル（λj）
技術効率性区分 作型 地域

＜表 4 ＞ CCR モデルでの調査農家別の技術効率性・適正投入の調整割合

注 1）適正投入調整比率は（適正投入／実際の投入 – 1）× 100。
注 2）参照農家は非効率的な農家の相対的評価で使用された効率性が 1 の農家で、（  ）内は参照農家の λj 値。
注 3）D11 は露地普通、トンネル栽培を並行、D14 および D15 は露地普通栽培＋抑制栽培の二期作。
出所：筆者作成。

投入指向 CCR モデルによる効率性の分析結

果から、効率的な農家は全体の15農家中、7農

家となった。効率性が1である農家のうち、参

照回数が最も多い農家は D1農家（7回であり、

次いで D5（4回）、D3（3回）の順になった（＜

表4＞参照）。そして、非効率的な D4、D6、

D7、D8、D11、D12、D13、D15に対する参照農

家（ 8戸）の加重値ベクトルは＜表4＞の通り

である。これらの非効率的な農家に対する平均

技術効率性は0.684で、0.316の非効率が存在す

る。
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こうした非効率を除去するためには、投入要

素別の過多投入分を調整する必要がある。実際

の投入水準から農薬費は55.7％、種子・種苗費

は54.9％、肥料費は54.3％、その他の材料費

50.3％、労働費46.2％、栽培面積35.5％をそれ

ぞれ減らす必要がある。これは非効率的な農家

の栽培作型がほとんど4月に播種し、集中的に

出荷が行われる7 ～8月に収穫する露地普通栽

培形態になっているためである。

特に、カボチャは吸肥力が強く、施肥量も多

く、うどんこ病などが頻繁に発生し、露地普通

栽培の過程で肥料費と農薬費が過多投入されて

いる。また、カボチャ農家の大部分は日本の品

種を栽培し、種子・種苗費の投入調整を行う必

要がある。特に、最も非効率的な農家 D6は、

参照農家 D3に比べて49.3％の効率性を示して

いる。これは、参照農家 D3と同等な水準の効

率性を達成するためには、50.7％の経営改善が

求められる。また、D6農家の効率性に影響を

与える参照農家 D3の加重値ベクトル（0.029）

は D6農家の投入や産出に影響を与えるといえ

る。
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＜表 5 ＞ Tier 分析による効率性の値

注：D11 は露地普通・トンネル栽培並行、 D14 と D15 は露地普通栽培＋抑制栽培による二期作。
出所：筆者作成

区分 作型 地域 技術効率性 参照農家および加重値ベクトル(λj）

D7 露地普通 漣川 0.925 15(0.919), 12(0.012)

D4 トンネル早熟 漣川 0.976 11(0.353), 8(0.057)

D6 露地普通 漣川 1.000 参照回数 0

D8 露地普通 漣川 1.000 参照回数 1

D11 露地普通 鉄原 1.000 参照回数 1

D12 露地普通 奉化 1.000 参照回数 1

D13 露地普通 奉化 1.000 参照回数 0

D15 露地普通 奉化 1.000 参照回数 1

Ⅳ．優良事例の発掘と経営改善方案

CCR モデルや BCC モデルを通して、カボチ

ャ栽培農家のうちの非効率的農家の技術効率性

または純粋技術効率性を導出した。しかし、効

率性が低い場合に参照農家の技術水準をそのま

まベンチマーキングして適用することは困難で

ある（朴スンヨン・朴ジョンソプ、2013）。そ

こで非効率的な農家が参照農家をもとに効率的

な農家として段階別に移行できるよう Tier 分

析 を活用した。

CCR モデルで技術効率性が1の7 農家（D1、

D2、D3、D5、D9、D10、D14）を除く、8農家を

対象に Tier 効率性は＜表5＞の通りである。

まず、D6を含む6農家が効率的な農家として測

定された。参照回数がそれぞれ1回の農家は

D8、D11、D12、D15などであった。次に、非効

率 的 な D7 と D4 の 技 術 効 率 性 は そ れ ぞ れ

0.925、0.976となった。参照農家に比べ、それ

ぞれ0.075、0.024の経営効率改善が必要となっ

た。最後に、＜表4＞と＜表5＞をもとに、非

効率的な農家のベンチマーキングの経路と効果

を提示する（＜表6＞参照）。
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次に、漣川地域の D4は同地域の D1をベン

チマーキングして効率性を改善するか、近隣地

域の鉄原の D11をベンチマーキングして効率

性を高める必要がある。このとき、漣川地域の

D4（SE=0.624）のトンネル早熟栽培に同地域

の D1（SE=1）の半促成トンネル栽培をベンチ

マーキングするか、近隣の鉄原地域の D11

（SE=0.956）の露地普通栽培を導入し、栽培

や収穫期間を増やし、規模の効率性（SE）を

改善する必要がある。

このように、ベンチマーキングの目標農家へ

アプローチすることで、D7 は 0.237、D4 は

0.352ほど効率性を向上させることができる。

地域間の栽培方式が異なると、ベンチマーキン

グ時の地域の生産条件からカボチャの需要の変

化に対応した品種や作型の選択などは制限的に

なる。したがって、作型の非効率性を改善する

ためには、同一地域や近隣地域の生産条件のも

とで、ベンチマーキングを考慮する必要がある

が、ここで考慮する事項は既存の中大果中心の

加工用、生果用品種中心から作型別特性に応じ

た品種導入である。特に、半促成トンネルの作

型は輸入産カボチャと市場の競合が発生するた

め、果肉もよく糖度が高い品種と用途別の特性

に合った大きさで生産する必要がある。 

まず、漣川地域の D7は同地域の D5をベン

チマーキングして効率性を改善するか、奉化地

域の D15をベンチマーキングして効率性を高

める必要がある。このとき、漣川地域の D7

（VRS=0.711）の露地普通栽培に同地域の D5

（VRS=1）の半促成トンネル栽培をベンチマ

ーキングし、純粋技術効率性改善が可能であ

る。しかし、地域が異なる奉化地域の D15

（VRS=0.774）は露地普通栽培と抑制栽培の

二期作の作型で、純粋技術効率性は低い。地域

間の生産条件が異なることから、ベンチマーキ

ングには限界があるといえる。

技術効率性 参照農家 技術効率性 参照農家

・半促成栽培

・露地普通栽培

・抑制栽培

・トンネル早熟栽培

・半促成栽培

・露地普通栽培

0.656 - 0.951 - 0.295平均

0.237

D4 漣川 0.624 1(0.068) 0.976 11(0.353) 0.352

D7 漣川 0.688 5(1.130) 0.925 15(0.919)

区分 地域
CCR Tier

作型結合または調整 効率性増加効果

＜表 6 ＞段階別ベンチマーキング対象の参照農家および効率性改善効果

注：（   ）内は加重値ベクトル（λj）である。
出所：筆者作成。
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Ⅴ．結論と示唆

本稿では、カボチャ栽培農家の近年の生産流

通構造のもとでの対応と関連して、ノンパラメ

トリックアプローチによる DEA モデルを利用

して、カボチャ農家の経営効率性を分析し、非

効率的な農家の経営改善方案を明らかにした。

これにより得られた結果は以下の通りである。

第1に、カボチャ栽培の経営実態調査から1

戸 当 た り の 産 出 量 は 43,950kg で 総 収 入 は

49,500千ウォン費用合計は33,600千ウォンで

労働費が37.5％と最も大きな割合を占めている

ことが明らかになった。その後、調査農家の非

効率の原因と診断を行うため、経営効率性を分

析した。総収入が一定な状態で投入要素のスラ

ック変数  程度減少すると、非効率的要因を

減らすことができる。非効率性を最小化できる

よう、投入水準から投入要素別に過多投入分を

それぞれ調整する必要があることを指摘した。

第2に、カボチャ栽培農家の経営改善のため

には、非効率的な農家が参照農家のうち、加重

値ベクトル値が最大のベンチマーキング対象農

家を選定し、栽培技術や作型を改善する必要が

あることを指摘した。

しかしながら、他地域のベンチマーキング対

象農家は生産条件が異なるため、ベンチマーキ

ングには限界がある。また、カボチャの需要の

変化に対応した品種や作型選択などから慎重に

なる必要がある。したがって、作型の非効率性

を改善するためには、同地域や近隣地域の生産

条件からベンチマーキングを考慮する必要があ

る。

以上の結果から、次の3点が示唆として得ら

れる。第1に、輸入産と国内産に二分したカボ

チャの流通構造のもとで、既存の品種中心の作

型から用途にあった作型へと転換する必要があ

るということである。第2に、農家の作型特性

に合ったカボチャの経営診断とベンチマーキン

グを通して、優良事例となる農家を発掘して、

普及する必要があるということである。第3

に、季節的要因からカボチャの商品性低下が予

想されるため、貯蔵施設を拡充するとともに、

これに関する政策的支援が必要であるというこ

とである。

また、本研究の課題は次の3点である。第1

に、カボチャ栽培農家全体を対象に一般化する

ことに多少の無理があるということである。第

2に、加温の有無、作型の差異を投入変数とし

て考慮した技術効率性決定要因分析モデルを考

慮できない限界がある。第3に、分析過程で出

たように固定費用を埋没費用として処理するこ

とで、この費用を農家がどのように回収するか

の問題を詳細に扱うことができなかった点であ

る。第4に、農村振興庁で指定した小面積作目

栽培農家の経営実態の試算分析の一環として調

査された資料に限定して分析したことで、サン

プルの限界が発生するということである。これ

らの点は今後の研究課題としたい。

【付記】

本論文は、2018年の韓国食品流通学会冬季学

術大会の発表内容を修正・補完したものであ

る。本研究の実施においては、農村振興庁農業

技術経営研究事業（PJ01353102）の支援を受

けている。

  注

1 申インシク・崔慶植（2010）で指摘されるように、
パラメトリック法には母数の推定のために母集団
に対する厳格な仮定と投入・産出に対する費用と
価格要素に対する十分なサンプルの確保が難しい
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ということがある。
2 一般的に、効率性は投入に対して産出という絶対

的な効率性を意味する。しかし、測定単位が異なっ
たり、多数の投入や産出要素が観測されたとき、農
家間の効率性を比較することは困難である（コ・
キルゴン（2017））。

3 投入方向のモデルは産出が一定のとき、効率性を
達成するためにどの投入要素をどれほど減らさな
ければならないかに集中する。

4 DEA 分析では変数の2倍以上で DMU 量を決定
している。本研究の投入および産出変数数は7であ
るため、要求される調査農家は14戸以上となる。
そのため、15戸をサンプルに設定して調査した。ま
た、漣川地域の農家数が他地域より多いのは半促成
栽培、トンネル栽培、露地普通栽培など様々な作型
の農家が多いためである。

5 これはカボチャ農家の非効率的な経営の原因が
規模の要因より、純粋に技術的な要因として作用し
たと説明できる。

6 Tier 分析は技術効率性 ( θ ^*)=1であるときを除
き、これに属さない非効率的な農家に対して、効率
性分析を実施し、段階別（Tier n）に非効率的な
農家が非常に小さくなるまで階層化する方法であ
る（朴スンヨン・朴ジョンソプ、2013；洪ハングク
ほか、2000）。これを通して、非効率的な農家が自
らの農場より技術効率性が高い農場へ、段階的にベ
ンチマーキングできるように経営効率性を提示す
る。

7 高糖度、果肉、水分量などの品質改善が求められ
る。大きさでは生食用は600g 以下、加工用では
1.2kg 以上を生産する必要がある。加工処理はカッ
ト、スライス、種の除去などにより生食用の市場を
攻略する必要がある（農林畜産食品部・韓国農水
産食品流通公社、2020）
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〈研究論文〉

１．はじめに

昨年（ 2024年）2月16日に笹川平和財団海洋

政策研究所（OPRI）主催の「『五島市まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略』を

産業連関表で分析−総合戦略で産業、人口、カ

ーボンニュートラルの経済波及効果は？−」と

いうシンポジウムが開かれた。

筆者はパネラーとしてこのシンポジウムで参

加し、九州最西端の国境離島五島市で関連分野

の専門家と一緒に、五島経済の将来ビジョンに

ついて議論を行う貴重な機会を頂いた。

五島市は古くから大陸への「海の通り道」と

して利用され、東シナ海を横断し唐を目指す遣

唐使船の最終寄港地でもあり、日本と中国・朝

鮮半島との交流のインターフェースであった。

また、キリスト教が禁じられていた時代に、

長崎の外海地区から多くのキリシタンが五島へ

移住した歴史的経緯もあり、異文化が共存する

五島市は現在世界遺産の島でもある。

離島は「日本の未来の縮図」とも呼ばれてい

るが、本研究では、五島市の経済産業構造を分

析することから、日本と東アジアの平和発展と

新しい経済連携の可能性について実証的に検討

したい。

本稿の構成は以下の通りである。まず第2節

において、国際平和論において今でも重要な役

割を果たしているカント（ 1795）の永久平和

のための確定条項の中身について検討する。第

3節では今回の分析に使用する五島市の経済デ

ータについて詳しく説明する。そして第4節で

はそのデータを用いて、九州最西端の国境離島

五島市の経済状況について実証分析を行い、最

後の第5節では本稿の結論をまとめる。

２．カントの平和論

インマヌエル・カントは『永久平和のために』

（1795）において、より民主的で責任感ある政

府は、平和と商業を進めるべきであると主張し

た。

そして、世界を平和にするための次のような

3つの必要なこと（確定条項）を提示している。

“第一確定条項　各国家における市民的体制

は、共和的でなければならない。”1

ここでカントは、社会の成員が自由であると

いう原理、すべての成員が唯一で共同の立法に

従属することの諸原則、すべての成員が平等で

＊尹　清洙

東アジアにおける平和の経済的帰結
- 九州最西端の国境離島五島市の産業構造の視点から -

*長崎県立大学地域創造学部准教授
本論文は令和6年度学長裁量研究「東アジアにおける長崎と平和学」の研究成果の一部である。ここに記して謝意を表
したい。
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あるという法則、この三つに基づいて設立され

た体制が共和的であると指摘しながら、すべて

の国がこのような民主的国家になれば世界は平

和になるはずだと主張している。

“第二確定条項　国際法は、自由な国家の連

合制度に基礎をおくべきである。”2

次に、第二確定条項でカントは、国際法は外

交的な文書であり、実質的な法的効力をもって

いないので、国家の連合を設立することで国際

法の法的効力を担保し、それぞれの国の自由を

保障することができると考えた。

“第三確定条項　世界市民法は、普遍的友好を

もたらす諸条件に制限されなければならない。”3

そして、国家法が国民同士の平等な権利に関

する法の支配、国際法が国家同士の自由を保障

する法律であるなら、同時に、世界市民主義的

（コスモポリタニズム）立場から世界市民法を

創るべきだと、主張した。世界市民法はそれぞ

れの国と関係なく、地球上に住んでいるすべて

の人にも適用する法律で、世界の平等な市民と

して扱う考え方である。

そこには普遍的歓待の条件が提示され、外国

から来た人を敵視せず、同時に外国に行って外

国人を攻撃したりしないことによって、国際間

における人の自由な移動と安全を保障すべきで

あると主張した。人の往来の自由を担保するこ

とによって、人類がますます世界市民的な体制

に近くなり、国際社会の市民の一人であるとい

う意識がより高まることによって、世界はもっ

と平和的になると考えた。

さらに第一補説「永遠平和の保証について」

において、カントは次のことを述べている。

“商業精神は、戦争とは両立できないが、おそ

かれ早かれあらゆる民族を支配するようになる

のは、この商業精神である。”4

すなわち、カントは、商業の精神は永遠平和

の到来を理論的には保証できないが、実践的な

見地からすれば、戦争と相反すると指摘した。

ビジネスは自分の利益のために行われるが、ビ

ジネスが活発になると経済的相互依存が深ま

り、国際貿易が増えれば増えるほど戦争を嫌う

人が増えて、結果的に戦争はしにくくなると主

張した。

すなわち、カントは国内法と国際法の限界を

克服するために、コスモポリタニズムの立場か

ら世界市民法を創るべきだと主張し、諸外国と

の人的往来や国際貿易の促進が永遠平和のため

に必要であると主張したわけである。

３．使用データについて

本稿では、2023年にリリースされた「2015年

長崎県五島市産業連関表（IO 表）」を主なデー

タソースとして実証分析を行う。

2015年五島市産業連関表は、公益財団法人笹

川平和財団海洋政策研究所と長野漁港技術事務

所が共同で「セミサーベイ法」で作成したもの

である。すなわち、長崎県の2015年産業連関表

をベースに五島市の特定産業についてリアリン

グ調査を組み合わせることで、五島市の産業特

徴を明らかにしたものである。

具体的には、県の産業分類における「水産業」

を五島市の漁業の特徴に合わせて「沿岸漁業」、

「沖合漁業」、「マグロ養殖」など六つの部門に

細分化し、「食料品」も「水産加工」、「その他飲

食料品」に分けた。また、「洋上風力」、「水運」、
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「飲食」、「宿泊」などの分類を設けることによ

って五島市ならではの産業特性を最大限に表す

ことを可能にした。

生産額の推計においては、漁業協同組合の報

告書を用いたほか、事業者リアリング結果を使

った「積上法」と、国勢調査や経済センサスな

どを用いる「按分法」を組み合わせている。設

定部門の投入金額については、漁協や規模の大

きい企業に対して経費構造調査を行い、その結

果を用いた。

すなわち、漁業・水産業を中心とした五島市

IO 表となっており、五島市の産業構造の主な

特徴をはっきり反映した経済表である。特に、

マグロ養殖、水産加工業は、移輸出及び市内生

産額も多く、重要な産業部門になっていること

が分かる。また、通常の統計資料では入手でき

ない洋上風力などの産業分類もあり、独自の調

査によって作成された大変貴重なIO表である。

五島市産業連関表の作成方法の詳細について

は田中・長野・渡邉・片石・横山・田添（2023）、

長野・古屋・横山（2008）などを参照されたい。

４．五島市産業連関表による五島市経済
の特徴分析

　この節では、上記で紹介した2015年五島

市産業連関表を用いて、五島市の産業経済構造

の特徴について見ていく。

図１　五島市産業別域内生産額（単位：100 万円）

出所：2015 年五島市産業連関表より筆者作成。

図１は五島市の産業別の生産額を示したもの

であるが、商業が最も大きな産業となり、続い

て医療・福祉、建設業、公務、船舶・同修理、不

動産、対事業所サービス、教育・研究、農林業、

漁業、水運、その他飲食料品と続く。基本的に

商業が発達し、医療・福祉、建設業、公務、不動

産、教育などの内需主導型経済を形成している

ことが伺える。二次産業としては船舶・同修理

が際立って目立つ。一次産業としての農林業と

漁業も大きなシェアを占めているが、漁業の中

でもマグロ養殖産業が、勢いがあることが見て

取れる。
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図２　五島市産業別雇用者数（単位：人）

図３　五島市産業別産業別純移輸出入（単位：100 万円）

出所：図１と同じ。

出所：図１と同じ。
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図2は五島市産業別雇用者数を表している

が、やはり商業部門で働く人が一番多く、次に

医療・福祉、建設業の順になっている。そして、

公務、教育、対事業所サービス部門もそれぞれ

1000人位の雇用を生み出している。第2次産業

では船舶・同修理が顕著で、その他飲食料品と

水産加工業も離島の雇用創出に一定の役割を果

たしていることが分かる。

図3は五島市の産業別純移輸出入を表してい

るが、域際収支の黒字が最も大きい産業が船

舶・同修理で、続いて3次産業では商業、飲食、

水運となっている。第1次産業も基本的に黒字

で、五島市は農林水産業では比較優位を持って

いることが伺える。特にマグロ養殖は日本国内

だけではなく、世界各国でも脚光を浴びている。

世界遺産の島としての五島市は、美味しい

魚・食事と豊富な歴史観光資源を有しているの

で、毎年何十万人の観光客が訪れている。第2

次産業として船舶・同修理も比較優位を持って

いるので、クルーズ船観光にも非常に適してい

ることが分かる。

しかし、その他産業は基本的に域際収支が赤

字であり、トータルで40,116百万円の赤字を計

上しており、それは総付加価値の37.6％を占め

ている。すなわち、五島市は上記の産業部門を

除くと、基本的に自立できておらず、貿易とし

て大量の赤字を抱えている。

図 4　2015 年度五島市一般会計決算

出所：2017 年版五島市姿勢要覧より引用。5 
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五島市の所得循環構造を詳しくみて見ると、

2015年における五島市の域内総生産（GRP：

Gross Regional Product）は1068億円で、雇用

者所得が636億円、その他所得が432億円であ

る。それに対して、消費支出が1226億円、投資

が243億円で内需が域内総生産を大幅に上回っ

ている。移輸出が504億円、移輸入が906億円で、

結局域際収支がマイナス401億円で GRP に占

めるシェアは4割弱である。

図4は平成27（ 2015年）年度五島市の一般会

計決算を表しているが、一般会計決算額の合計

313億円の内、自主財源となる地方税はわずか

34億円で、歳入総額の10.8％を占める。地方交

付税は148億円で、歳入総額の47.1％を占め、

これに国庫支出金38億円、県支出金23億円な

どをあわせた依存財源は歳入総額の80％を占

めている。すなわち、五島市の財政は、自前の

稼ぎが2割しかない脆弱な構造となっており、8

割を国や県に依存している。2015年における五

島市財政力指数も0.24で、日本でも一番低い

IV グループに属し、基本的に県や国の交付金

に頼って財政運営を行っていることが伺える。

５．おわりに

いま離島地域では、人口減少や高齢化が急速

に進んできており、所得や雇用の場の減少、従

来のコミュニティ機能の低下、学校や医療施設

の減少などにより、さらに人口減少が進むとい

う悪循環が生じている。

長崎県内の離島振興法指定有人島の数は全国

最多の51で、県人口の約1割にあたる約12万人

が離島で暮らしている。その中には、大陸や半

島と深い交流の歴史を有する対馬、壱岐、五島

列島などの国境離島がある。

離島は「日本の未来の縮図」とも呼ばれてい

るが、五島市も他の離島の同じく、少子高齢化

が進んでおり、人口減少の深刻な問題に直面し

ている。

その理由として、大学などの高等教育機関が

なく、また若い人たちが就職できる職場が少な

いことが考えられる。

本研究では、笹川平和財団海洋政策研所が

2023年にリリースした五島市産業連関表を用

いて、五島市の産業経済構造の特徴を実証的に

詳しく検討したが、自然や歴史遺産が豊富な五

島市は観光産業としては非常に優れた比較優位

を持っているものの、その他の産業は殆ど自立

できておらず、若い人たちが魅力を感じる職場

が少ない。

12年前に筆者がロンドン大学での1年間の在

外研究生活が終わって日本に帰る際に、ベネチ

アで地中海クルーズに乗ってイスタンブールま

で一周した。地中海沿岸の世界遺産を巡りなが

ら、諸国から集まった世界市民たちは一緒にフ

ォークダンスを踊り、和気あいあいにワインを

楽しんでいた。

日本政府観光局によると、2024年10月の訪日

外国人旅行者数（推計値）は2019年比32.7％

増の331万2000人となり、単月での過去最高を

更新した。1 ～10月の累計では2019年比12.2％

増の約3019万2600人で、1964年の統計開始か

ら過去最速で年間累計3000万人を突破した。6

国・地域別では、韓国が73万2100人（ 2023

年10月比16.0％増）、中国が58万2800人（同

127.3％増）、台湾が47万8900人（同12.7％増）、

香港が19万8800人（同10.9％増）で、合計で

訪日外国人旅行者数全体の6割以上を占めてい

る。インバウンド効果で、23年度における日本

の旅行収支は4兆2295億円の黒字となり、前年

度から3.6倍に増えた。7

世界遺産の五島がアジアクルーズ船によって
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もっと繋がる時、東アジアにもさらなる経済発

展と平和が訪れるだろう。

但し、カントの第1確定条項に示されている

ように、東アジアのすべての諸国がより民主的

で自由な国家になるために、我々は共に努力を

しなければならない。今後の課題である。

  注

1 カント著（1795）・宇都宮訳（1985、第56刷）29頁。
2 同上、39頁。
3 同上、49頁。
4 同上、74頁。
5 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s014/020/020

/020/2017/2017/2017_5.pdf（2024年11月30日閲覧）
6 https ://www.jnto .go. jp/statist ics/data/_

files/20241120_1615-1.pdf　（2024年11月30日閲覧）
7 2024年5月10日 日経速報ニュースアーカイブ
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〈研究論文〉

1．西バルカン協力イニシアティブ

日本は2018年1月西バルカン地域の社会経済

改革支援を強化するための「西バルカン協力イ

ニシアティブ」を立ち上げた 1。これにより、

アルバニアにおける JICA の支援活動が拡大し

ている。日本の外交政策の主要な柱の一つは、

欧州連合（EU）加盟国及び EU 加盟を目指す

国々との緊密な関係を強化することである。こ

のため、近年、日本政府は、日本と西バルカン

地域全体との政治的、経済的協力を促進するた

めに、一連の取り組みを開始した。

バルカン半島西部に位置する EU 非加盟国6

か国（アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

コソボ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビ

ア）は「西バルカン諸国」と呼ばれ、EU への

統合に向けて国内改革や地域協力に取り組んで

いる 2。

西バルカン協力イニシアティブは、EU 加盟

を目指す西バルカン諸国に対する経済社会改革

の支援と西バルカン地域内の協力促進を目的と

した、日本が主導する取り組みである。2018年

＊Blendi BAROLLI
バロリ ブレンディ

西バルカン協力イニシアティブの取り組みに関する考察
－アルバニア共和国における国際協力機構（JICA）の取り組みを中心に－

A Consideration of the Western Balkans Cooperation Initiative:
Focusing on the efforts of the Japan International Cooperation Agency (JICA) 

in the Republic of Albania

*長崎県立大学地域創造学部講師

本稿は、「西バルカン協力イニシアティブ」について解説した後、アルバニアにおける JICA の活動

を明らかにすることを目的とした。さらに、本稿では、JICA がアルバニアで実施した数多くのプロ

ジェクトと西バルカン諸国で実施されている Eco-DRR プロジェクトとその効果について検証した。

キーワード：国際協力、西バルカン、防災、Eco-DRR



長崎県立大学国際交流研究センター『国際研究評論』創刊号（2025.3）

− 102 −

1月、安倍総理（当時）が南東欧諸国を訪問し

た際に発表された。

具体的には、西バルカン地域における新たな

大使館の開設や西バルカン担当大使の設置等の

取組を通じ、西バルカン各国との二国間関係に

おいて対話や開発協力をこれまで以上に強化し

ていくほか、西バルカン地域の共通課題（防災、

中小企業振興等）に関して日本の知見を共有

し、地域協力を推進している。また、西バルカ

ンの欧州統合を重視する EU 諸国と連携し、西

バルカン協力イニシアティブを効果的に推進で

きるよう日本政府が努めている 3。

（１） 背景

EU 加盟を目指す西バルカン諸国は、国内改

革・域内協力を推進している。他方、EU 加盟

に必要な水準の法の支配、 民主主義の定着が課

題であり、域内には、民族間の不信感も存在し

ている。そこで、日本は、西バルカン地域の安

定を重視しており、「西バルカン協力イニシア

ティブ」を立ち上げることとし、重視地域全体

への協力をさらに推進していく 4。

（２） 目的

EU 加盟を目指す当該諸国の経済社会改革を

支援すると同時に、地域における各国間の協力

及びユーゴスラビア紛争 5 後の諸民族間の和解

と協力の促進する目的である6 。

（３） 具体的施策

① 二国間協力 

・ハイレベルでの二国間対話の促進

・西バルカン担当大使による各国との政策

協議の強化

・ODA を使った各国に対する二国間経済

協力の実施

・日本企業進出の後押し7 （JETRO ミッシ

ョンの派遣等）

② 地域協力の促進（日・西バルカン協力） 

・西バルカン地域の共通課題（防災、中小

企業振興、環境等）に知見を共有

・日本が触媒となり、域内協力及び地域の

発展を促進8 （西バルカン青年招へい）。

③ 第三国との協力 

・西バルカンの欧州統合を重視する EU の

有志国と協調支援を実施9 （ドイツ、オー

ストリア、V4（チェコ、ハンガリー、ポー

ランド、スロバキア）、スロベニア、ブル

ガリア、ルーマニア等）

１－１．地域協力の促進に向けた具体的な取組の例

・第1回　日本・ブルガリア・西バルカン防災

セミナーの開催（2019年）

まず、2019年2月21日と22日の二日間にわた

り、洪水に関する日本・ブルガリア・西バルカ

ン防災セミナーがブルガリアで開催された。当

時のセミナーは、西バルカン協力イニシアティ

ブの一環として実施したものであり、日本側か

らは内閣府、国土交通省、JICA 及び民間企業、

ブルガリア及び西バルカン6カ国の防災関連省

庁関係者や民間企業、さらには世界銀行や南東

欧防災イニシアティブ代表まで約70名が参加

した。セミナーでは、各国の防災体制の説明の

他、気象災害のトレンドや、予防措置としての

インフラ開発、市民社会への啓発、民間企業の

取り組み等について意見交換が行われた 10。

・第2回日本・ブルガリア・西バルカン防災セ
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ミナーの開催

2021年11月8 ～11日、地震対策をテーマと

する日本・ブルガリア・西バルカン防災セミナ

ーがブルガリアで開催され、イニシアティブの

一環として、2019年の第1回セミナーに引き続

き、西バルカン地域の共通課題である防災分野

での日本の知見共有を目的として実施したもの

でる。今次セミナーには、日本側からは内閣府、

国土交通省、兵庫県庁、JICA、民間企業及び研

究機関から地震対策に関わる有識者がオンライ

ンで参加し、ブルガリア及び西バルカン諸国、

クロアチアの防災関連省庁関係者や専門家等を

対象とする知見共有した 11。

・第3回日本・ブルガリア・西バルカン防災セ

ミナーの開催

2024年2月27 ～29日、ブルガリアで、日本政

府及びブルガリア政府の共催で「災害リスク管

理意識の向上」をテーマとする日本・ブルガリ

ア・西バルカン防災セミナーが開催された。本

事業は、2019年の第1回セミナー及び2021年の

第2回セミナーに引き続き、西バルカン地域の

共通課題である防災分野での日本の知見共有を

目的として実施された。今次セミナーには、日

本、ブルガリア、西バルカン諸国、ルーマニア、

欧州委員会、国連防災機関、世界銀行、OECD、

欧州宇宙機関等から政府関係者や専門家等が集

い、3日間にわたり意見交換を実施した。日本側

からは内閣府、JICA、民間企業から復興・防災

の専門家が参加し、日本の知見を共有した 12。

2．アルバニアと日本の関係について

1912年11月28日にアルバニアはオスマン帝

国からの独立を宣言し、1913年のロンドン条約

でヨーロッパ列強（Great Powers 13）に承認

され、日本も1922年4月18日にアルバニアを国

家として承認された。1925年から1928年まで、

アルバニア共和国、1928年以降はアルバニア王

国となったが、日本との外交関係は維持され、

1930年6月20日に両国間の最初の貿易条約が

締結された 14。

しかし、第二次世界大戦中、三国同盟で日本

と同盟を結んでいたイタリア王国がアルバニア

に侵攻し、保護国とした。その結果、アルバニ

アはイタリアの支配下に入り、日本とイタリア

は敗北し、外交関係は断絶した。戦後、アルバ

ニアは共産党の支配下に入り、アルバニア社会

主義人民共和国になった。冷戦の影響で日本と

の外交関係は凍結した 15。

1981年3月に外交関係を再開し、1990年11月

にマリレ外相（Reiz Malile）、1994年5月には

セレチ外相（Alfred Sereqi）、1998年11月には

非公式ながらもミロ外相（Paskal Milo）、2004

年4月にイスラミ外相（Kastriot Islami）が「西

バルカン・平和定着経済発展閣僚会合」出席の

ために訪日している 16。

2006 年 5 月にムスタファイ外相（Besnik 

Mustafaj）、同年12月にはルリ経済相（GencRuli）

及びバシャ公共事業・運輸・通信相（Lulzim 

Basha）、2008年2月には、ベリシャ首相が（Sali 

Berisha）アルバニア首相としてはじめて訪日

した。2008年11月、ティラナにおいて、第1回日・

アルバニア政務協議が実施され、2009年5月、

西村外務大臣政務官がアルバニアを訪問し、ベ

リシャ首相を表敬した。2011年2月、アルバニ

アで初めて日本文化紹介イベント（和楽器公演

及び日本映画祭）を実施した 17。

2013年4月には、城内外務大臣政務官がアル

バニアを訪問し、ベリシャ首相と会談を行った

ほか、2014年2月に牧野外務大臣政務官が、同

年8月に伊吹衆議院議長がアルバニアを訪問
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し、ニシャニ大統領（Bujar Nishani）やブシ

ャティ外相（Ditmir Bushati）等と会談を行っ

た。また、2015年4月にブシャティ外相が訪日

し、日・アルバニア外相会談が行われた。

地域における存在感と活動を強化するための

措置としては、2017年1月にアルバニアに大使

館を開設した。アルバニア大使館の開設以来、

日本とアルバニアの間の交流が増加しているこ

とが注目されている。2017年7月には、在アル

バニア日本国大使館の開館式に際し、岸外務副

大臣がアルバニアを訪問した。2018年2月のミ

ュンヘン安全保障会議の機会に、河野大臣とブ

シャティ外相との間で日・アルバニア外相会談

が実施された。2022年9月の国連総会ハイレベ

ル・ウィークの機会に、林外務大臣とジャチカ

欧州・外務大臣（Olta Xhacka）との間で日・

アルバニア外相会談が実施された。2023年2月

にはラマ首相（Edi Rama）が実務訪問賓客と

して来日し、当時の岸田総理大臣と首脳会談を

実施した 18。

3．　アルバニアにおける日本（JICA）
の支援活動

独立行政法人国際協力機構（JICA）（以下

JICA という）は2000年初頭に活動を開始して

以来、25年間以上にわたりアルバニアで活動を

行っている。これまで、都市計画、環境、観光、

保健、農業、融資、アルバニアの専門家への研

修などは主な分野である。また、JICA 支援以

外、日本政府は1998年以降、アルバニア政府に

対して3件の非プロジェクト無償資金協力と、

草の根プロジェクトの枠組み内で23件の無償

資金協力を行っている。

プロジェクト名 事業
形態 分野課題 期間／締結年月

ディヴィアカ・カラヴァスタ国立
公園における生態系に基づく管理
に係る能力開発プロジェクト

技協 自然環境保全 協力期間：2021 年 5 月～ 2024 年 5 月

小規模農家金融包摂プロジェクト 技協 貧困削減 協力期間：2017 年 10 月～ 2022 年 6 月

ティラナ・ドゥレス地域デジタル
地図作成能力向上プロジェクト 技協 都市開発・地域開発 協力期間：2017 年 5 月～ 2020 年 6 月

廃棄物量削減・3R 促進支援プロ
ジェクト 技協 環境管理 協力期間：2014 年 5 月～ 2017 年 5 月

ティラナ市都市インフラ近代化プ
ロジェクト 技協 都市開発・地域開発 協力期間：2011 年 6 月～ 2013 年 1 月

出典：JICA の代表的なプロジェクト（アルバニア）のデータに基づく筆者が作成。

表 1．アルバニアにおける代表的なプロジェクト
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アルバニアの将来を見据え、日本政府は、均

衡ある持続可能な経済発展を支援することを基

本方針（大目標）としている。その中に、重点

分野1（中目標）の開発課題（小目標）として

は環境である。

まず、現状と課題について、アルバニアは競

争力のある持続可能な経済発展を目指している

が、都市部への人口流入や産業の活性化によ

り、自然環境や市民の生活環境に対する負荷が

増大している、と指摘されている。アルバニア

は EU 加盟候補国であり、EU 加盟に際して要

件となっている環境対策にあたっては、EU 指

針に準拠した対応が求められている 19 。そこ

で、環境改善プログラムとして、日本の有する

優れた技術と知見を活かしつつ、アルバニアの

持続可能な経済発展に必要な環境インフラ整備

や人材育成を支援すると定めている20 。

具体的に【開発課題への対応方針】として、

環境対策に係る政策策定や法制度整備について

は、将来の EU 加盟を見据えて EU 基準に則っ

て進められていることから、EU を含む欧州諸

国のドナーが中心となって実施することが妥当

である。日本は、上記以外で比較優位性のある

下水道整備、廃棄物管理、国立公園の管理等の

分野で資金協力及び技術協力を通じて同国の環

境分野への取組を支援する21 と明記している。

さらに、重点分野2（中目標）の開発課題（小

目標）としては、「均衡ある発展」。

現状と課題について、アルバニア全体の貧困

率は半減したものの、地方労働人口の大多数が

従事する農業は規模が小さいため生産性が低

く、また、社会サービス及びインフラ整備は不

十分であり、都市部に比べ地方部の貧困率は依

然として高い。他方、都市部には地方から人口

が流入し、人口増加に対応したインフラ整備や

雇用の確保が大きな課題となっており、都市部

と地方部の格差を是正し、均衡ある発展が求め

られている22 。

具体的に【開発課題への対応方針】として、

日本は、比較優位性のある農協運営や地場産

業、観光業等の分野で、人的、組織的能力の向

上を図る技術協力を通じて同国の均衡ある発展

に向けた取り組みを支援する。さらに、地方の

社会セクターのうち主に教育施設の整備や改修

を支援する23 と明記している。

4．Eco － DRR の定義と概要

近年、日本において、地域の経済振興、防災

減災、環境保全など、様々な社会課題の解決に

向けて、グリーンインフラ、及び生態系を活用

した防災・減災「Eco-DRR：: Ecosystem-

based Disaster Risk Reduction（以下 Eco-DRR

という）」に注目が集まっている（西田ほか、

2023）。

　生態系を活用した防災・減災 Eco-DRR とは

生態系を活用した防災・減災 Eco-DRR は生

態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多

様性を含めた地域の課題を複合的に解決しよう

とする考え方である24 。

Eco-DRR には、洪水緩和に向けた湿地の保

全・再生や、土砂災害の防止や水源涵養を目的

とした森林整備、沿岸域の海岸防災林や河川の

水害防備林の保全など、様々な自然災害を対象

とした幅広い取組が含まれる。また、Eco-DRR

は防災・減災や生物多様性の保全に寄与するだ

けではなく、地域に自然と触れ合う場を提供す

るといった社会的な効果や、エコツーリズムの

実施等による経済的な効果、さらには、森林や

泥炭湿地などの自然生態系は二酸化炭素の吸収

源にもなるため、気候変動緩和策としての効果
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も期待できる25 。

　Eco-DRR が途上国にもたらすメリット

このような Eco-DRR が、人工構造物に比べ

て、現地で調達可能な資材を活用したり地域住

民自らが管理できたりと、整備や維持管理の費

用を大幅に抑えることが可能であり、防災・減

災に充てる資金が限られている開発途上国にお

いては、先進国に比べよりメリットが大きいと

考えられる。

また、途上国の農山村地域では、住民が周辺

の森林等生態系から得られる食料・燃料等に依

存している場合も多く、その生態系の維持・保

全にも資する面もある26 。

　JICA が途上国で実施してきた Eco-DRR の

取組みについて

JICA では、Eco-DRR という言葉が使われる

以前から、途上国において生態系の機能を活用

した防災・減災に取り組んできた。例えば、中

国、ペルーなどにおいて、山地斜面の保全のた

めに植林を組み入れてきた27 。

現在では、自然環境分野の協力に関する戦略

の中に Eco-DRR を位置づけるとともに、マケ

ドニア、インド、イランなどにおいて関連技術

協力プロジェクト（※）を実施し、開発途上国

における Eco-DRR の取組みの支援を行ってい

る28 。

４－１．北マケドニア共和国の取り組み
事例

プロジェクト名：持続的な森林管理を通じた、

生態系を活用した防災・減災 (Eco-DRR) 能力

向上プロジェクト

プロジェクト期間の計画予定は2017年10月

～2022年10月でであったが、コロナ禍の世界

的大流行により、日本人専門家が日本から北マ

ケドニアに渡航できなかった影響で計画実績は

2017年12月～2023年12月までに延長した29 。

プロジェクトの背景

北マケドニアの国土の約 37％が森林に分類

されており、劣化した森林と灌木の面積は森林

の 27％である。森林のかなりの割合が急傾斜

地にあり、土壌保全や流域管理の観点から森林

生態系の維持・管理が必要とされている。また、

北マケドニアにおける最大の環境問題は、森林

火災の多発である30 。

2007年に発生した森林火災の深刻さのため、

政府は非常事態を宣言し、危機管理センターは

危機管理のための国家システムのメカニズムを

通じて行われる活動の完全な国家的調整と統制

を行うことになった。2007年の状況と、森林火

災のリスク管理のための国家システムを強化す

る必要性が、森林火災の予防と早期警報の統合

システムを確立するための JICA の技術協力プ

ロジェクトを要請するきっかけとなった31 。

「森林火災危機管理能力向上プロジェクト」

と題されたこのプロジェクトは、2011 年から

2014年まで、危機管理センターを通じて北マケ

ドニア政府と JICA が共同で実施してきた。プ

ロジェクトの目的は、「森林火災の予防と早期

警報のために国内の関連機関に情報を伝達し、

それらを調整する危機管理センターの能力を強

化する」ことであり、プロジェクトの実施を通

じて、農業・森林・水経済省、マケドニア森林

公社、その他の関連機関など、森林火災のリス

ク管理に共通の責任を持つ他の組織と協力し

て、「北マケドニア森林火災情報システム

（Macedonian Forest Fire Informat ion 

System）」が開発された32 。
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持続可能な森林経営と相乗効果を発揮する生

態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）に関

する対策および活動により、北マケドニアにお

いて、洪水、地すべり、土壌侵食、森林火災の長

期的な災害リスクが軽減されると本プロジェク

トの上位目標はであった。さらに、森林生態系

の多様な機能を利用し、洪水、地すべり、土壌

侵食、森林火災に対する「生態系を活用した防

災・減災（Eco-DRR）」のモデルが開発される

とプロジェクトの目的を設定した33 。

５．2024年の JICA 国別研修（Eco-DRR
を軸とした防災・減災）

この研修は2024年10月7日から10月18日ま

での約2週間にわたって実施され、筆者が研修

管理員（アルバニア語）として勤めた。日本国

内の Eco-DRR の取り組みについて学ぶ機会を

提供した有意義な研修会であった。

これから以下に、研修活動を踏まえてアルバ

ニアにおける Eco-DRR の取り組みについて検

討していく。

プロジェクト名：国家森林火災情報システム

（NFFIS）と Eco-DRR による災害リスク削減

のための能力強化プロジェクト（Project on 

Capacity Building for Disaster Risk Reduction 

through NFFIS and Eco-DRR）

事業の背景と必要性：アルバニアはバルカン半

島の南西部に位置し、モンテネグロ、コソボ、

北マケドニア、ギリシャと国境を接し、西はア

ドリア海およびイオニア海に面している。気候

は海岸部で地中海性、内陸は大陸性気候であ

る。年間降雨量は 1000mm を超え、夏季は乾

燥して暑く、冬は内陸で大量の降雪がある。ア

ルバニアの災害リスク削減（Disaster Risk 

Reduction。以下「DRR」という。）のための

基本的戦略文書である「国家 DRR 戦略 2023-

2030」（2023 年 3 月）では、同国の主要な自然

災害として森林火災、洪水、地すべり、地震を

挙げている34 。

国土の約 39.9％が森林であり35 、森林火災は

乾燥した夏季に頻繁にみられ、2000 年以降は発

生頻度および被害面積が増加傾向にある。2012

年から2017年までの平均で、年間火災発生件数

は214件、年間焼失面積は3,476ha（草地を含む）

となっている36 。

森林火災が増加すれば、森林の回復が遅れ、

土壌の涵養機能が低下し、土壌浸食による二次

的な自然災害が発生する可能性があり、対策の

遅れは国土をさらに脅かすことになると同時に

森林火災も温室効果ガス排出源となる37 。

日本は、西バルカン地域にある北マケドニア

政府に対して「森林火災危機管理能力向上プロ

ジェクト（ 2011-2014）」を実施し、「森林火災

早期警報システム」を構築した。また、同シス

テムの成果を共有する第三国研修「森林火災の

予防及び早期警報のための統合システムの開発

（2015-2017）」を実施し、アルバニア、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、

セルビアとの共有を図った38 。

北マケドニアにて「持続的な森林管理を通じ

た、生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）

能力向上プロジェクト（ 2017-2023）」、モンテ

ネグロ及びコソボにて「国家森林火災情報シス

テム（NFFIS）と Eco-DRR による災害リスク

削減のための能力強化プロジェクト（ 2021-

2026）」を実施している。これら協力を通じ、

森林火災及びその他災害に有効な拡張性のある

国家森林火災情報システムの開発・導入及び「生
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態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」 の実

証を通じた、自然災害の防災・減災の為の能力

強化を推進している。森林火災は国境を超える

課題であり、周辺地域での協力を踏まえ、この

たびアルバニア政府より類似の協力実施の支援

要請がなされた39 。

研修内容

2024年10月7日の規定ブリーフィング後、表

敬訪問で JICA 本部地球環境部プロジェクトの

成果や今後の活動方針について意見交換が行

い、最後に研修の目的について担当者から説明

があった。10月8日に林野庁から日本の保安林

制度・治山事業、そして、総務省消防庁から日

本における災害対応活動紹介の講義を受講し

た。

10月9日に、国立研究開発法人 防災科学技術

研究所へ Eco-DRR、グリーンインフラ関連研

究の紹介の講義を受講後、森林総合研究所で

風、津波、雪崩に対応する F-DRR について学

んだ。

10月10日に、足柄歴史再発見クラブから富

士山と酒匂川について講義、酒匂川・早雲山・

箱根ジオパークとジオミュージアムを見学及び

現地の講師と意見交換会が行った。

10月11日に、日本の海岸林 Eco-DRR の典型

例としての講義後、湘南海岸公園を視察した。

10月15日に、千葉県北部森林事務所にて内

陸防風保安林講義を受講と現地視察、10月16日

に、足尾環境学習センターにて足尾銅山復興の

歴史および治山、土壌流入対策の講義と現地視

察、10月17日に、桐生広域森林組合にて2014年

の群馬県桐生市山火事被災地の復旧についての

講義および意見交換会実施後、栃木防災館での

地震体験・大風体験・煙体験・大雨体験できた。

10月18日に、報告会準備及び報告会を開催

した。

アルバニアの地形は山岳地帯であり、多様な

生態系が存在し、そして大きな水域によって特

徴づけられており、侵食プロセスが加速してい

る。また、近年、アルバニアでは領土全域で森

林火災が大幅に増加している。これらの火災

は、気候変動や自然条件、人間の活動など、さ

まざまな要因によって引き起こされている。こ

れらの火災の影響は深刻となっており、土壌の

劣化、生物多様性への影響、地域社会への危険

をもたらしている。そのため、森林の保護を強

化するためには、生態系の修復と保全の取り組

みを実施することが不可欠である。

そこで、本研修からいくつかの重要な洞察が

強調することができる。

まず、自然災害のリスクを軽減することを目

的とした自然ベースの介入の有効性の評価と監

視すると同時に、持続可能な開発を優先しなが

ら自然生態系を活用するべきである。さらに、

山岳地帯の森林の健全性と機能を高めて被害を

軽減し、非凡で革新的な場所を探索する必要が

ある。山岳地帯の森林の利用と活力を高め、被

害を防ぎ、総合的な環境管理のためにグリー

ン、グレー、ブルーのインフラシステムを統合

する必要がある。

ついに、研修中に得た知識とアルバニアとい

う国の特性に基づいて、災害リスク軽減を強化

するためにいくつかの技術を適用できると考え

られる。

まず、生態系の修復と保全に焦点を当てた取

り組みは、生物多様性を高め、災害のリスクの

予防と軽減を強化することができる。

そのために、具体的な対策は以下になると指

摘できる：
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・状態を評価し、修復が必要な地域を特定す

るための監視と包括的な森林評価を行う。

・その後、森林火災のリスクを軽減し、土壌浸

食を防ぐことを目的とした持続可能な森林

管理手法を開発と実施すること。さらに、

脆弱な地域での侵食を効果的に防止するた

めに、ベスト プラクティス プロジェクトの

調査結果を取り入れながら、植林活動を推

進すると同時に災害リスク予防と被害評価

のため地図データベース構築していくと考

えられる。

６．まとめ

日本のアルバニア事業展開計画（2022年4月）

では、環境対策は EU 加盟に向けて EU 指針に

準拠した対応が求められる為、援助重点分野に

「環境」を掲げている。本事業は「環境」に位

置づけられている。また JICA「課題別事業戦

略（グローバル・アジェンダ）17．自然環境保全」

のうち、「陸域持続的自然資源管理」では、「2030

年までに、陸域の自然環境保全を担う中央／地

方政府における40以上の機関の体制が強化さ

れ、本事業はこれに貢献するものである40 。さ

らに、本事業は、2018年1月、安倍総理（当時）

が南東欧諸国を訪問した際に発表した、EU 加

盟を目指す西バルカン諸国に対する経済社会改

革の支援と西バルカン地域内の協力促進を目的

とした、「西バルカン協力イニシアティブ」に

位置付けられる。

アルバニアにおいて、森林火災の予防・早期

警 戒 の た め の 国 家 森 林 火 災 情 報 シ ス テ ム

（NFFIS）の開発・導入、および Eco-DRR を

通じた防災能力強化の実証、これら成果の国・

地域の取組みへの反映を行うことにより、もっ

てアルバニアにおける市民保護システムの強化

に寄与するものである41 。
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〈研究論文〉

はじめに

本稿は、2020年3月に発表された祁建民「中

国における伝統的な水利「共同関係」とその変

容——山西省霍州市・洪洞県四社五村を中心と

して——」 1の続編でもある。祁の前稿は、2022

年3月に汲古書院から祁建民・弁納才一・田中

比呂志主編『中国の農民は何を語ったか——華

北農村訪問聞き取り調査報告書（ 2007 年～

2019年）——』が出版される以前のため、祁と

内山が纏めた調査記録をもとに、四社五村の水

利関係の歴史的変容過程を具体的に説明したも

のである。ただ祁は論証の初めに、戦前・戦中

期の『中国農村慣行調査』と1990年代に実施

した調査農村での再調査から、中国農村社会の

構造を「共同体」をキーワードとして分析した

内山『現代中国農村と「共同体」　転換期中国

華北農村における社会構造と農民』（御茶の水

書房、2003年2月）に依拠して、「共同体」研究

の意義を論じているが、内山著書でも不明確で

あった「共同体」と「共同関係」の使い分けが

継続され、読者にとっては論稿の意図がわかり

づらくなってしまった。

内山が前掲書において、「共同体」と「共同

関係」の使い分けを明確に説明しなかったのに

は、以下のような事情が関与している。

第一の理由は、旗田巍（敬称略。以下同様）

が1973年に岩波書店から刊行した『中国村落

と共同体理論』で紹介したように、戦中期の華

北での実態調査をもとにした平野義太郎と戒能

通孝の間に展開した論争にみられるように、中

国農村に「村落共同体」は存在するか否かとい

う二者択一的な「共同体論争」に巻き込まれる

ことを避けたことによる 2。まして1977年に『東

洋史研究』第36巻1号に発表された、中国農村

調査の泰斗とも言うべき天野元之助による旗田

著書への書評の中で、「中国研究者の間に『村

落共同体』といった定型概念がいったい定着し

ているのか、マルクスの見解のほか、若い学徒

の共同体論がしばしば論ぜられるとき、きっと

此の旗田君の労作が無造作に引用される。私は

その無造作の引用で自説を論証せんとする新人

の態度に遺憾さを覚え、おもいきって筆を執っ

た」と記されており、内山は「共同体」という

語句の使用に、慎重にならざるを得なかった。

第二の理由は、内山が中国農村研究を開始し

た1970年代後半においては、いわゆる「大塚史

学」批判の潮流が大きな影響力を持ち、インド

史研究者の小谷汪之により、大塚久雄のみなら

ず、マルクスの「アジア的共同体」が「幻想に

*

**

内山　雅生
祁　建民

現代中国農村における「共同関係」論再考

*内山雅生：（公財）東洋文庫研究部専任研究員、国立大学法人宇都宮大学名誉教授。
**祁建民：本学国際社会学部教授。
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すぎない共同体」像として厳しく批判されてい

た状況 3 の中で、あえて当時の内山にとって

は、中国における「共同体」を問題設定するこ

とが、当面の緊急課題とはなりえないと判断し

ていたからである。従って、内山は「近代中国

における地主制」（『歴史評論』319号　1976年）

を発表以来、「共同体的関係」としての「共同

関係」という語句を使用してきた。

しかし、内山は、前掲書刊行にあたって、表

題にあえて「共同体」の語句を使用した。それ

は、大学院時代の恩師の一人である堀敏一のゼ

ミ等で、西嶋定生、増淵龍夫、谷川道雄などの

研究を通して、中国前近代史における「共同体」

問題の重要性を教示されたことに起因する。果

して明清以降の中国社会において、「村落共同

体」は存在しなかったと断言するだけで、中国

農村社会をトータルに捉えうるかという疑問か

らの問題設定であった。しかし「共同体」とい

う語句を使用したがために、やがて奥村哲から

厳しい批判を受けることになる 4。「共同関係」

との関係を不十分としたままの「共同体」の使

用は、祁も含めて内山の研究を参考とした次世

代の研究者に混乱と誤解を与えたかもしれな

い。

そこで祁と内山が相談して、本稿を共同執筆

として、まず内山が、マルクスやヴェーバーを

念頭に、大塚久雄からの「共同体論」の系譜や、

1970年代からの「共同体主義」の言説、さらに

近年の大塚久雄に関する研究の新たな成果や

「多重構造の共同体」論も含めて近年の研究を

整理し、さらに祁が、現代中国における「共同

体」問題の取り上げ方を検討しながら、改めて

「共同体」との対比から「共同関係」を再考す

るものである。

第1章 晩年のマルクスと「アジアの共同体」

1、 斎藤幸平のマルクス研究と「共同体」

近年、アムステルダムにある社会史国際研究

所に保管されている、晩年のマルクスが遺した

研究ノートやメモ類などの未刊行の一次資料に

注目して、晩期マルクスが、「物質代謝」をキー

ワードに、ポスト資本主義社会の姿を、地球環

境の持続的可能性と関連させ、「環境社会主義

(ecosocialism)」を構想していたと主張し、「社

会的に人々に共有され、管理されるべき富」と

しての「コモン」という概念から、マルクスを

再解釈する斎藤幸平の研究が注目されている。

斎藤の主要業績は、ベルリン・フンボルト大

学に提出した博士論文と、日本に帰国後の論稿

を纏めた『大洪水の前に　マルクスと惑星の物

質代謝』（初版は堀之内出版、2019年。2022年に

角川ソフィア文庫版として加筆修正）という学

術書だが、むしろ Z 世代の若者を意識して出版

された『人新世の「資本論」』（集英社新書、

2020年）と、『ゼロからの『資本論』』（NHK 出

版新書、2023年）が話題とされることが多い。

斎藤は『人新世の「資本論」』の中で、マル

クスが『資本論』第一部を刊行してから16年

後に急逝して、『資本論』の完成が遅れた理由

として、晩年のマルクスが取り組んでいたエコ

ロジー研究と共同体研究が関与していると強調

し、マルクスの「アジアの共同体」への思索が、

「ザスーリチ宛の手紙」に典型的に見られると

して紹介している。

この点では、斎藤は『ゼロからの『資本論』』

の中で、従来から「資本主義跳び越え論」の論

証として、しばしば取り上げられてきた「カウ

ディナのくびき門」の説明も含めて、より詳細

に紹介している。
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「マルクスが晩年に獲得した新しい歴史観が

最もはっきりと現れているのが、1881年に書か

れたロシアの女性革命家ヴェラ・ザスーリッチ

に宛てて執筆した手紙の草稿です。（中略）マ

ルクスによれば、ロシアは資本主義という屈辱

的な道（「カウディナのくびき門」とはサムニ

ウム戦争で降伏したローマ兵が、半裸にされ、

敵兵の前で頸木の下をくぐらされた屈辱的状態

を指します）を通ることなく、ミール共同体を

基礎として、一気にコミュニズムへと至ること

ができる。つまり、資本主義を無理やり導入し

て共同体を破壊したりする必要はない。そのよ

うな外的な強制力なしに、ロシアの共同体は西

欧資本主義の果実をうまく取り込みさえすれ

ば、自分たちの力で、コミュニズム（＝「近代

社会が指向している経済制度」）を打ち立てる

ことができるというのです。」（194-195頁）

もちろん『人新世の「資本論」』でも「マル

クスは中世まで生き延びたこの社会的共同性を

『新しい共同体』と呼び、高く評価する」とか、

「資
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

本主義という段階を経ることなしに（=「カ

ウディナのくびき門を通ることなしに」）、ロシ

アはコミュニズムに移行できる可能性がある

と、マルクスがはっきりと認めている事実であ

る」（傍点は原文のまま、以下同様）と述べ、マ

ルクスが「単線的な歴史観とヨーロッパ中心主

義から決別していた」と言及している。

以上に紹介した斎藤の問題提起には、前近代

社会における「共同体」を、「経
、 、 、 、 、 、 、

済成長をしな

い
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

循環型の定常型経済であった」と断定し、晩

年のマルクス理解に関する重要な研究課題を提

起しているが、姜尚中の近著『アジアに生きる』

（集英社新書、2023年）でも、ロシア経済史を

学んでいた学生時代の無二の親友から、「ヴェ

ラ・ザスーリチへの手紙」により、「マルクス

は一時期、ロシアのミール共同体が、私的所有

に汚されていない、原スラブ的・血縁的・家父

長的共同体の末裔であり、それが欧米的な資本

主義化とは違う『非資本主義』的な近代への可

能性を秘めていると考えていた」（ 65頁）と聞

かされた若き日の姜が、「半ばロマン主義的な

幻想をロシアに投影した」と論及したように、

21世紀という現代社会において改めて「アジ

ア的共同体」への幻想が再生される危険性が窺

える 5。

2、「東方社会理論」とマルクス理解

近年では、斎藤が「国家資本主義」と批判す

る現代中国において、「一面的なマルクス理解

に結びつく社会主義論」とも揶揄される「東方

社会理論」が中国学界を席巻している。

この「東方社会理論」については、福本勝清『ア

ジア的生産様式論争史——日本・中国・西欧に

おける展開』（社会評論社、2015年11月）に所

収された「第六章　中国におけるアジア的生産

様式論の後退と東方社会理論の興起」が、「東

方社会理論」の中核となる「カウディナ峠資本

主義跳び越え論」を詳しく説明しているので、

以下に検討してみる。

「今世紀に入り、中国経済の顕著な発展とと

もにカウディナ峠跳び越え論および東方社会理

論はいよいよ隆盛を極めていく。そして、この

十年間のこの種の論文の過半は、理論工作者あ

るいはイデオロギー部門の工作者たちによる、

画一化された論調の、内容に乏しいものであ

る。しかし、それにもかかわらず、カウディナ

峠跳び越え論や東方社会理論は、論壇を席巻続

けるであろう。というのも、現実がそれを要求

しているからである。鄧小平南巡講話以降の、

中国社会主義の実践を支える理論を、マルクス

主義の創始者の言説に求める必要がある以上、
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何であれ、それはつくりださなければならなか

ったからである。その意味では、如何に、本来

の意味から遠く離れていようと、カウディナ峠

跳び越え論は、有効性を失うことはないと考え

られる。」（297頁）

「中国の論客たちの本音は、西欧の進んだ科

学技術、豊かな資金は欲しい、だが、文化は中

国の方が進んでいるので、もしくは外国のもの

は汚れているので、取り入れる必要はない、と

いうことであろう。政治文化の取入れは、民主

集中制を犯すので拒否される。すなわち専制が

継続されるということである。東方社会理論

は、結局は中国の伝統思想である中体西用論の

現代版に過ぎないものになっているといわざる

をえない。」（299頁）

さらに福本は、この「カウディナ峠」という

語句が出てくるマルクスの当該個所に関する原

文（フランス語版）、ドイツ語版、英語版、中国

版を比較して、「中国語訳は、間違っているわけ

ではないが、文のかかり方が、中国語訳では異

なっており、中心となる文意が逆になっている

といえる。原文及びドイツ語訳とも、できると

言われているは、資本主義が作り上げた一切の

積極的成果を吸収すること、自らのものにする

こと、である。そして、カウディナ峠の岐路（ふ

たまた山道）を経ることなしに、あるいはドイ

ツ語訳ではカウディナのくびきをくぐることな

しに、可能となるのだということが後から追加

されている。つまり、中国語訳で問題となって

いる、カウディナ峠は『通過しなくてもよい』

なのか、それとも『跳び越えることができる』

なのか、といった議論は、最初から成り立たな

い、あるいは少なくとも文の中心的な意味では

ないと考えられる」（302頁）と説明し、清末以

来の「中体西用論」に依拠した現代中国におけ

る「東方社会理論」の独善性を指摘したことは

秀作と言える。

その限りでは、経済思想家としての斎藤の指

摘した、晩年マルクスが注目した「アジア的共

同体」に関する言説の取り上げ方も、資本主義

社会を批判するあまりに、「共同体」内に存在

する階級問題も含めて、歴史的分析を捨象し、

前近代社会における「共同体」を無媒介的に「美

化する危険」が内在していないかと危惧する。

そこで次に、改めて戦後日本における「共同

体」に関する言説を整理して再考してみる。

第2章 経済史学者大塚久雄『共同体の
基礎理論』と「共同体理論」

経済史学者の大塚久雄が、1955年に岩波書店

から『共同体の基礎理論』を刊行したのは、戦

後日本における民主化の障害としての「村落共

同体」の残存への批判として「共同体解体論」

を提起したことは周知の事実である。東大経済

学部に在学中に、直接大塚の講義を受講した、

東南アジア農村社会学者の北原淳は、大塚が「講

義でも、戦時疎開中の相模原の『むら』の体験

から、村入り、村八分などの話が良く雑談の話

題となった」と、北原『共同体の思想　村落開

発理論の比較社会学』（世界思想社、1996年）

で語っている。北原の著書は、タイでの現地調

査を踏まえて、近代工業化するアジアを展望

し、市民社会との共存を志向する「新たな村落

共同体論」を提起した意欲作であり、30年を経

た現在でもその先見性の鋭さには目を見張るも

のがある。

ところで、周知のように大塚は、1969年に岩

波書店から『共同体の基礎理論』が収録された

『大塚久雄著作集　第七巻』が刊行された際

に、「後記」に『共同体の基礎理論』の誕生の

経緯を次のように説明している。
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「考えてみると、共同体に対する私の関心は

かなり古いものである。一九三三年（昭和八年）

に法政大学経済学部ではじめておこなった『西

洋経済史』の講義案草稿をみても、すでに共同

体問題にかなり詳しく論究している。しかし、

それはまだまだヴェルナー・ゾムバルトの理論

にまったくお
、 、 、

んぶした格好のものであり、また

中世都市論（ギルドの問題も含めて）にも或る

程度のウェイトをおいていたことが思い起こさ

れる。（中略）私が一九三五年（昭和十年）前

後以降ゾムバルトの理論的影響からしだいに脱

れでて、ヴェーバーやマルクスの理論的枠組み

のなかに新しい導きの糸を探し求めていたこと

は、すでに折にふれて述べたが、それは共同体

の問題についても同様であった。ただ、当時と

しては、『共同体の基礎理論』を『資本論』のな

かに探し求めることなど私にとっても意想外の

ことであったので、さしあたってはヴェーバーの

Wirtschaft und Gesellschft や Wirtschaftsges-

chichte をそうした視角から読んでいくことに

なった。そして、なかでもWirtschaftsgeschichte　

が分業論→共同体論→市場論という問題観点か

ら構築されていることが明瞭に分かってきたと

き、私はまさに驚きの声を発せんばかりであっ

た。それは『近代欧洲経済史序説』上巻の公刊

直後、つまり戦争末期の疎開地のことであった

と記憶している。ところで、この新しく獲得さ

れた観点から眺めなおしてみると、『資本論』

の叙述もまた私にとって以前とはかなり異なっ

た相貌を呈してくることになった。『資本論』

の叙述、とくに注のなかに多い共同体に関する

論及が、決して単なる添物でないことが、はっ

きりと分かってきたのである。そのころ暫くの

あいだ、注
、 、 、

から『資本論』を読むという奇妙な

ことをやったのも、そのためであった。それか

ら一、二年後、マルクスの遺稿『資本制生産に

先行する諸形態』が飯田貫一氏の手によって邦

訳され、さらにまもなく、そのドイツ語の原文

も入手することができた。これは共同体論に関

する私の問題観点をほ
、 、

ぼ決定的なものとしたと

いってよい。それから病気療養と遅々とした準

備の数年があったが、『共同体の基礎理論』は

だいたいこのようにして生まれでたものであ

る。」（395頁）

以上から、大塚がヴェーバーの『経済史』や『経

済と社会』を手掛かりに、マルクスの提起した

「共同体」の変遷過程を理解していたこと、さ

らに前述した北原による大塚の講義体験も踏ま

えれば、1944年3月から神奈川県与瀬町（現相

模原市）6 での2年間の疎開生活での大塚自身に

よる農村生活体験が、「民主化」を控えた戦後

日本社会にとって、残存する明治期以降の天皇

制を支えた日本社会に内在してきた「共同体」

に対する危機感の強い問題意識となって、残存

する「共同体」の解体により近代市民社会が成

立するという論理を打ち立てたことが理解でき

よう。

やがて、『共同体の基礎理論』は、大塚が勤務

先の東京大学大学院社会科学研究科経済史専門

課程での、1952年度、および1953年度の講義草

案『共同体の基礎理論——経済史総論講義案』

となり、1955年に岩波書店より初版の単行本と

して刊行された。第二版は1970年に、1969年に

は『大塚久雄著作集　第七巻』として、2000年

には姜尚中の解説を加えた『岩波現代文庫』版

が、2021年には小野塚知二の編集で、「他六篇」

の論文を加えた『岩波文庫』版がいずれも岩波

書店から刊行されている。

「第一章　序論」で、大塚は、「原始共同態」

ursprüngliche Gemeinschaft の歴史的連関にも

触れながら、注で「『共同体』は Gemeinde の

訳語である。これに対して、Gemeinschaft には
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『共同態』、Gemeinwesen には『共同組織』の

訳語をあてることとした」と論及していたこと

は、本稿の主題との関連から注視すべきことで

ある。

さらに「第二章　共同体とその物質的基盤」

の中で、「富」の包括的な基盤としての「土地」

から説明し、「共同体」解体の機動力としての「共

同態規制」としての桎梏、「固有の二元性」、「共

同体内分業」と「共同体間分業」などの概念規

定を紹介し、「第三章　共同体と土地占取の諸

形態」として、姜尚中が『アジアに生きる』で、

「資本主義生産様式に『先行する』諸形態とし

て、『アジア的形態』→古代ギリシアやローマ

帝国の都市共同体である『古典古代的形態』→

中世イギリスやヨーロッパにおける中小自営農

民による土地の私的所有関係が共同体の占取の

中で構築されていく『ゲルマン的形態』として

実体化され、この『理念型』的共同体の諸形態

の発展段階が『近代』への発展段階とほぼ重な

り合っていた」（33-34頁）と紹介したように、

「近代」への発展史が明快な「大塚史学」とし

て語られている。

しかし、北原淳は前掲『共同体の思想』の中

で、大塚の『共同体の基礎理論』の登場の背景

として、大塚の著書の出版が「戦後民主改革の

一環としての農地改革がおこなわれた直後だっ

た。この農地改革の評価をめぐって革新陣営の

政治的意見が割れていた。農地改革が戦前の『寄

生地主制』を完全に払拭したかについての評価

である。社会党系の人々は農地改革で地主勢力

は後退したと主張し、共産党系の人々は農地改

革は不完全であり、地主勢力は農村に残存して

いると主張した。こういう社会体制的な論争を

背景に登場したのが、『共同体理論』であった」

（ 52頁）と語り、「革新勢力による政治的な主

張を学問的に間接的に支持した」（ 53頁）と断

言し、当初より大塚の論説が、戦後日本におけ

る「近代化」の内実をめぐっても、いわゆる戦

後直後における「講座派」と「労農派」の論争

も含めて、極めてイデオロギー的要素を内包し

た問題提起である側面を指摘している。

さらに北原は「『共同体の基礎理論』を表面

的に読む限り、農業共同体のアジア的形態、古

典古代的形態、ゲルマン的形態という形態の区

分、この形態の順に農業経営の私的所有と生産

力が発展してゆく論理、遅れたアジア的共同体

と進んだゲルマン的共同体という対比、などが

目につく。共同体的構造が解消してゆく一般理

論がみえにくい一因はやはり叙述にあろう」（49

頁）と厳しい批判をしている。

　この「一般理論がみえにくい」大塚の「共

同体理論」による問題提起は、「西欧とアジア

の二分法」に留まる「大塚史学」の「アジア理

解のパラダイム」に失望し、エドワード・サイ

ードの『オリエンタリズム』や、イマニュエル・

ウォーラーステインの「近代世界システム論」

に影響されていく姜尚中の思想遍歴にも見られ

る7 。

そこで次に大塚の「共同体論」がどのように

批判され、代わっていかなる「共同体」認識が

登場したのか検討してみる。

第3章 哲学者内山節『共同体の基礎理論』
と「共同体主義」

農村社会学者北原淳の前掲書には、1970年代

に到ると日本農村社会をめぐって、かつてのよ

うに「共同体解体」を主張する「近代主義的価

値観」を批判する、「イデオロギー的共同体論

の復権」としての「共同体主義」が登場したこ

とが丁寧に纏められている。

　例えば、「高度経済成長が始まり、『農業基
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本法』（一九六一年）が制定され、その後六〇

年代の『基本法農政』の展開をへて、とりわけ

七〇年代の『総合農政』をへるなかで、『近代

主義』的な共同体否定の価値観が批判され、そ

れに代わって共同体肯定の価値観が現れ、『共

同体』の評価は逆転した」（54頁）とか、「さま

ざまな立場からゆるやかに規定された共同体

は、五〇年代の近代主義の主張のように、もは

や否定されるべき『事実』ではなく、むしろ称

賛すべき『価値』に転化した。それにつれて共

同体論は、社会科学的『理論』から、政策や運

動を指導する戦略的『言説』へと転換したよう

に思う」（59頁）と論及している。

しかし北原は、この「共同体主義」について、

「現実の政策や運動に関与する『共同体主義』

の立場は、『共同体理論』を放棄した実証主義

的な立場が日本農業の現状に悲観的なのとは対

照的に、危機に直面しても、実践的な楽観主義

に立って活発な発言をし、しかも農民、地域住

民を元気づけている。実証的な地道な研究が進

むことは、科学的な研究の蓄積のうえでは、大

きな財産であろうが、実践的には無力になって

しまっているという逆説的現状がある。ただ

し、『共同体主義』は往々にして、文化的規範論

にとどまり、実証的議論が重視するような社会

計画としての実現性に乏しい場合がある」（ 60

頁）と、その問題点を指摘している。そこで次

に、哲学者の内山節の「共同体」把握を取り上

げ、その「共同体主義」の内実を検討してみよう。

内山節『共同体の基礎理論』は2010年に農

山漁村文化協会から刊行された。ただ、2015年

には、『内山節著作集　第15巻』として「補章　

共同体と経済の関係」が新たに書き加えられ、

さらに立教大学の紀要等に掲載された2本の論

稿を加えて、『増補　共同体の基礎理論』とし

て、2015年に農山漁村文化協会から刊行されて

いる。本稿では、この増補版の『共同体の基礎

理論』を検討対象とする。

内山節『共同体の基礎理論』は、その表題が

端的に示すように、大塚の「共同体論」を批判

することを目的として上梓された。「まえがき」

で、大塚の『共同体の基礎理論』では、「人間が

自然に緊縛されている、土地に隷属していると

とらえられ、つまり前近代的な自然への隷属と

して描かれていた」（ 29頁）と断言し、いわゆ

る「大塚史学」の近代主義的史観を批判してい

るが、「あとがき」で、「日本の自然信仰と共同

体の関係や、日本の民衆の人間観や死生観が共

同体にどのような影響を与えたかなどを、検

討」し、「私自身が哲学領域の人間であるとい

うこともあるのだろうが、大塚的な社会科学的

共同体分析とは全く異なる方法で、本書はかき

すすめられていくことになった」（ 191頁）と

述べるように、自然と人間の関係から未来を切

り拓く可能性として、大塚とは異質な角度か

ら、日本農村社会の深部を考察したものであ

り、北原が指摘した1970年代に登場した「共同

体主義」を一面では継承しているが、次のよう

な一節には、20世紀末に展開したソ連の崩壊に

みられる既存の社会主義国への幻滅と、気候変

動が進む中で強く意識され始めた環境問題とも

関与して、従来の「共同体主義」を批判して、

新たな問題を提起しようとする積極的な姿勢が

窺える。

「このような歴史をへて、日本では共同体再

評価の動きが定着した。ところが、にもかかわ

らず、共同体とは何かは今日もなお明確ではな

い。なぜなら市民社会の問題点への認識が共同

体という結び合った社会のかたちを再評価させ

ているのであって、それは市民社会の問題点の

克服を共同体に投影させているに過ぎないから

である。共同体それ自身の考察ではなく、市民
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社会の考察が共同体という『幻影』をつくりだ

したのである。」（213頁）

上述の内山節の独自の「共同体」観は、高校

卒業後の旅で通りかかった群馬県の山里に位置

する上野村に魅了され、渓流釣りに通ううち

に、東京と上野村の「半村民」生活を始めた「原

体験」が契機と言えよう。このことは、「第二

章　日本の伝統的な共同体を読み解く」に詳し

いが、大塚が戦時中に神奈川県与瀬町に疎開し

た「原体験」から、近代日本に残存する「共同体」

を認識したこととも重なり興味深いことであ

る。

従って内山節が主張する「日本古来からの共

同体」は、大塚が語る「外来語の『共同体』は

人間の共同体を指していて、自然と人間の共同

体を意味する日本の地域間とは違う概念であ

る」（ 58頁）として、大塚以来のいわゆる社会

科学的分野での「共同体」概念を否定し、「生

きている世界だけではなく、死後の世界をもも

っているのが、日本の共同体である。キリスト

教のように、死後も神の世界には召されない。

森のなかで自然と一体になり、神＝仏となって

村を守る。共同体は、そこに生きる者たちにと

っては永遠の世界なのである。だからそれは壊

されてはならない世界であった」（ 108頁）と

いう死生観・宗教観に裏打ちされている。

内山節によれば、「古来からの山岳信仰」な

どにみられた日本人の自然信仰と共同体の関係

が変質したのが、明治維新以降の「近代」にお

ける国民国家建設であり、従って内山の論理に

よれば、大塚が疎開先の相模原で体験した「共

同体」は、「本来の日本に伝統的に存在し続け

て来た共同体」ではなく、明治期の天皇制国家

建設の下で、欧米文化崇拝志向も加わって、自

然と遮断された条件の中で「新たにつくられた

共同体」であったということになる。

さらに内山節は、日本社会に存在する土着的

な信仰による死生観から、「共同体」に内在す

る階級関係と結びついた「平等観」について、

「生きている間は、社会はさまざまな不平等を

生む。それはいまでも変わらないが、共同体と

いえども不平等なき社会ではなかった。この問

題に対して人々はどのように対応したのか。そ

れが日本の伝統的な再配分システムを生んだ。

日本の平等観は、不平等をなくしてしまおうと

いうものではなかった。社会には不平等が発生

するということを承認していたのである。その

上で、不平等な富を共同体中で再配分させる仕

組みをつくりだしていた」（184頁）、「こうやっ

て共同体はじつに巧みに、富を再配分していっ

た。そうやって自分たちの世界の折り合いをつ

けていったのである。そしてその先には、平等

な死後が待っていた」（185頁）との論及は、斎

藤幸平の語る「富としてのコモン」という概念

とも重なり合う特徴を保持している。

この内山節の語る「日本人の死生観に基く共

同体」観は、「タイ農村で『ピー（phi）』と呼

ばれる精霊が、自然の万物に宿ると考える」土

着宗教の総称としてのアニミズムが、共同体文

化の基礎として重要視されることを指摘した北

原の「村落開発における共同体意識」とも重複

して考察することもできる。

また、内山節は、テンニェス（F. Tönnies）

やマッキーヴァー（R.M.Maclver）の共同体論

を紹介しながら、「私は共同体は二重概念だと

考えている。小さな共同体がたくさんある状態

が、また共同体だということである。ひとつひ

とつの小さな共同体も共同体だし、それらが積

み重なった状態がまた共同体だとでもいえばよ

いのであろうか。このような共同体を私は多層

的共同体と名づける」（90頁）と断言し、その「二

重構造」を提示した思索的方法はきわめて特徴
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的である。自ら生活する日本農村に内在する「自

然への独自のまなざし」の提示も、説得性の高

い独自の哲学的思考となり、現在でも「内山哲

学ファン」を存在させる要因となっている8。 

ただ、内山節の「共同体」は、彼が実践した

東京と群馬県上野村の二重生活から、観察でき

た結果としての「共同体」であるとするなら、

内山節は果して「観察者」ではなく「生活者」

として「共同体」を内側から検討できたのかと

いう疑問が残る。というのも、言うまでもなく

「自然の中に生きる人間」は日本だけではな

い。ヨーロッパやアジアにおける自然と人間の

関係をいかに考えるかということが、哲学的思

考から切り離されている9 。まして、内山節が

取り扱う日本農村は、近世以後に限定されて、

中世以前に関しては、神話も含めて部分的考察

にとどまっている。従って日本の「伝統的農村

社会」に関する歴史的な考察までには至らな

い。明治維新以降、天皇制の下でつくられた「伝

統」に関する観察が鋭いだけに、「アジア的共

同体」を検討する中国史研究者の立場からすれ

ば、さらなる「伝統」に関する史的思考が求め

られるが、哲学者への注文ではなく、歴史学研

究者の課題として受け止めるべきだろう。

第4章 大塚久雄その後の研究が描いた
「共同体」論

小野塚知二は、後述する『大塚久雄『共同体

の基礎理論』を読み直す』の序章で、大塚への「批

判の諸相」を紹介する中で、「第一はマルクス『資

本制に先行する諸形態』の読み方に関する批

判、第二は『アジア的共同体』概念のフィクシ

ョン性に関する批判」という二つの学説的批判

を取り上げている。「アジア的共同体」に関す

る批判について、小野塚の簡潔な整理は次のよ

うに続く。

　「『アジア的共同体』概念をめぐる批判は、

南アジア史家の小谷汪之氏によるものが有名

で、ほぼ定着しているといっても過言ではなか

ろう。大塚がアジア的共同体概念を形成する上

で参考にしたのは、直接的にはマックス・ヴェ

ーバーの『世界宗教の経済倫理』であるが、小

谷はヴェーバーが利用した当時のアジア社会の

経済的特質についての基本的文書、ベイドン・

ボウエル『英領インドの土地制度』（一八九二

年）をはじめ、ハインリヒクーノウ、ヘンリ・

メインらの著作を渉猟精読して、土地の共同体

的所有と実質的平等原理で特徴づけられる『ア

ジア的共同体』は、これらの書物から描かれた

アジアからは決して導き出せないことを示し

た。それは大塚の創造物だというのである。む

ろん、理論は創造的な営為だから、こうした学

説的な批判でただちに『共同体の基礎理論』の

価値が下がるわけではないが、小谷の批判は、

農業共同体に原型としてある種の普遍性を有す

るはずの『アジア的共同体』概念そのものに向

けられているし、もっとも遅くまで共同体的な

前近代が続いたと考えられている地域を研究す

る歴史家による批判だけに、軽視はできない。

（中略）一見『アジア的』に見える『前近代社

会』が実は近代社会によって創出された『非近

代社会』だったのだと、大塚とは異なる複合的

で相互規定的な世界史像を提示している。」（ 8

頁）

また北原淳は前掲書において、小谷の大塚批

判に関して、「歴史学者の小谷汪之氏による『共

同体』概念の綿密な原典検討作業は、大塚久雄

氏らの『近代主義』の『共同体理論』だけでな

く、そのオリジナルのマルクスの『共同体理論』

も実証的理論ではないことを明らかにした。（中

略）大塚氏をはじめとする『近代主義』の『共
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同体理論』は、ある意味では『共同体解体』と

いう価値観と不可分であったが、マルクスの『共

同体理論』も彼独自の『共同体主義』と不可分

であった。彼にとって、近代資本主義を止揚し

て、より高次元の『共同体』を再建することこ

そ、共産主義の理想だった。このように価値理

念に引きずられた点では、五〇年代の『共同体

理論』も、そのもとになったマルクスの共同体

論も、そして七〇年代の『共同体主義』も、ほ

とんど大差なかった。」（ 60-61頁）と語り、実

態とかけ離れた理念先行の理論的枠組みの問題

点を指摘している。

さらに、結果として「進んだ西洋」と「遅れ

たアジア」という1950年代の世界認識を反映

した大塚の『共同体の基礎理論』の限界は、大

塚がロビンソン・クルーソーに代表して語った

「近代的人間類型」に対比される「アジア的人

間類型」にこだわり、祖国の韓国訪問を経験し

て「在日韓国人」を体感した姜尚中『アジアを

生きる』が語る、「大塚史学への絶望」にも窺

える（31-35頁）。

しかし、21世紀になって、経済史研究者によ

る大塚共同体論への再検討が進んできた。その

代表ともいえる業績が、小野塚知二・沼尻晃伸

編著『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直

す』（日本経済評論社、2007年）10 と、梅津順一・

小野塚知二編『大塚久雄から資本主義と共同体

を考える　コモンウィール・結社・ネーション』

（日本経済評論社、2018年）である。

21世紀になって大塚久雄の業績が注目され

るのは、前書のうち後者の編者である梅津順一

が「今回のシンポジウムの参加者も、大塚久雄

を歴史上の人物とした位置付け、あるいは大塚

の学問的業績の確認よりも、現在の問題に何ら

かを語る大塚久雄を考えたいという関心が強

い」（ 10頁）と語ることと無関係ではない。現

在の問題から大塚を見直さなければならない現

状は、シンポジウムの参加者で、ドイツおよび

ロシアの経済史研究者である肥前榮一が「端的

に言って、一方における英米近代のたそがれと

ドイツを主導国とする EU の困難、他方におけ

る中華帝国、ロシア帝国の復活、カリフ帝国の

復活を目指すイスラム原理主義の復活との同時

進行という二十一世紀の新事態を、比較史的、

移行論的見地から、注視しなければならない」

（ 260頁）からである。つまり「二十一世紀に

入って急激な暗転が起こる」として、「イスラ

ム原理主義の興隆は、西アジア、アフリカの部

族社会に根をもつ軍事活動を活性化させ、地域

社会を破壊し、難民問題を深刻化させた。（中

略）特に中国の経済的、軍事的、政治的な覇権

国への発展（「中華民族の偉大な復興」）は、極

めて重要である。壮大な『一帯一路』構想を通

じて、明清王朝的な冊封体制が、新たな装いの

下に復活しようとしている」（256頁）と語り、

危機感をもって現状を認識したことによる。

肥前の指摘する「危機認識」が没後20年を

経過した大塚の研究にどのように結びつくかは

検討の余地があるが、編者の小野塚知二が「あ

とがき」で述べた次の一節には、『共同体の基

礎理論』執筆後の大塚の研究を再検討する上

で、多くのヒントが平易に語られている。

「大塚の学問的関心の中心は、何よりも、封建

制の中からいかにして資本主義が発生し、発展

し、定着したかということにあったが、その結

果できあがった資本主義社会には、何の共同性

も存在していないかのような誤解をしばしば招

いた。確かに、大塚自身も繰り返し明言したよ

うに、資本主義の発展過程は伝統的な共同体の

最終的な解体局面である。また、資本主義・市

場経済とは、各経済主体の間には何の関係もな

い孤立した状態であり、それを市場が結果とし
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て調整するといった通俗的解釈が経済学の世界

では広く受け容れられていた。大塚からじかに

教えを受けた者たちの間では、近代資本主義社

会における、人の共同性を否定することは大塚

の真意ではなかったと回想されている。しか

し、大塚が実際に書き残したものは、近代人の

独立・自尊・自発性を強調し、また、近代人の

隣人愛の実践に注目するが、近代人の共同性・

社会性については、『共同体の基礎理論』のよ

うにまとまった形では、明瞭な議論を示してい

ない。」（317-318頁）

そこで編者の梅津順一によれば「大塚久雄没

後二〇年記念シンポジウム――資本主義と共同

体」では、「近代資本主義に対応した共同体、す

なわちコモンウィールの世界、アソシエーショ

ン、国民経済（国民共同体）が、近代資本主義

の発展のなかで、どのような機能を果たした

か、今後果たしうるかに関心が向けられる」（11

頁）ので、「『資本主義と共同体』というときの

共同体とは、齋藤報告でいうコモンウィール、

コモンウェルス、小林報告が指摘する『経済的

に向上しつつある自由な勤労民衆』の世界、そ

のコミュニティを意味している。いわば、近代

資本主義の社会的基盤として、精神的なインフ

ラストラクチャーないしは社会的連帯の場を共

同体と想定している。伝統的共同体とは異なっ

て、自発的結社（アソシエーション）が新しい

共同体となるが、そのアソシエーションは小野

塚報告の言葉を借りれば『永遠の希望』であり

つつ、それがつねに隘路を抱えるのであれば、

『永遠の絶望』をもたらすほかないことにな

る。『資本主義の精神』の担い手のフランクリ

ンが参与したのが、『ジャトークラブ』だが、そ

の種の自発結社の原型は、宗教共同体ともかか

わりがあった。須永報告で取り上げられる『チ

ャーチ』に対する『チャペル』に他ならない」

（10-11頁）と語り、21世紀の現状に応じた「共

同体」像は、1950年代に『共同体の基礎理論』

で大塚が提起した「共同体」像とは大きく異な

ることが理解できる。

では、新たに提起された「共同体」像は、大

塚の思索から大きく乖離した内容であろうか。

この点で示唆的なヒントを与えてくれるのが、

先に紹介した小野塚知二の編集により2021年

に刊行された岩波文庫版『共同体の基礎理論　

他六篇』である。特に小野塚の解説は、前掲『大

塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』およ

び『大塚久雄から資本主義と共同体を考える　

コモンウィール・結社・ネーション』の刊行の

成果も踏まえて、的確なかつ意欲的な学説史的

整理を試みた貴重な論稿である。2000年に刊行

された岩波現代文庫版『共同体の基礎理論』に

付された姜尚中の解説が、小谷汪之の大塚「ア

ジア的共同体」論批判の紹介から、「今日の時

点からみるとき、こうした意味で『基礎理論』

の限界は明らかである」として、姜としては歯

切れの悪い纏めに終わったこととは、きわめて

対照的なとりあげ方と言えよう。

小野塚が岩波文庫版で取り上げた「他六篇」

のほとんどは、『大塚久雄著作集　第七巻　共

同体の基礎理論』に収録されているが、本稿で

取り上げる「内と外の倫理的構造」は、大塚の「共

同体」像を検討する上では、経済学説史的内容

を中心とする他の論稿とは異質で、文章表現も

含めて極めて特徴的である。

そもそもこの「内と外の倫理的構造」という

論稿には、1958年に筑摩書房から刊行された『講

座現代倫理　第五巻』に所収された後、1969年

刊行の『大塚久雄著作集　第八巻　近代化の人

間的基礎』の「Ⅲ　宗教改革と近代社会」の6

節にも所収されるが、1948年にみすず書房から

初版版が刊行された『宗教改革と近代社会』が、
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1961年に三訂版として刊行された時に追加さ

れたという経過がある論稿でもあり、それだけ

大塚の「宗教共同体」への想いが内在化してい

る内容が窺える。

「内と外の倫理的構造」で大塚は、きだみの

るの『気違い部落周游紀行』を題材に、マルク

スやヴェーバーへの考察も加えながら、平易な

文章で「共同体の二重構造」を検討している。

特に注目すべきは、以下の叙述部分である。

「き
、 、

ださんの説明はもっと具体的であり、は

るかに詳細だから、読者がみずから就いて読ま

れることがのぞましい。がともかく、そうした

叙述を読みながら、われわれの注意をさしあた

って強くひくのは、部落を形
、 、 、 、 、 、 、 、 、

づくる人たちの倫

理
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

意識のなかで、部落の内と外がはっきりと区

別
、 、 、 、 、 、

されているということであろう。もちろん、

部落にすむ人たちの生地のままの人間性は、部

落生活の内部であろうと外部であろうと、決し

て違ったりしているわけではない。どこにいよ

うと、かれらはなかなか慾もふかければ抜け目

もなく、たくみな『言いまかし』やか
、 、 、 、

けひきで

他人をだしぬいたり、ごまかしたりして、金も

うけもうするし、けんかもする。ところが、部

落内部の生活では、かれらのそうした生
、 、 、 、

地のま

ま
、 、 、 、 、 、 、 、

の人間的な欲求は、部落全体の生活の必要に

ねざした伝統的な慣習の規制というか、そうし

た外枠のなかにがっちりと嵌めこまれてしまう

のである。しかも、そのばあい、伝統的生活慣

習の強制力にせまられて、しかたなしに、その

規制の枠のなかに止ろうとするだけではない。

部落の人々は、古い伝統によって聖化された部

落の慣習に対して心から恭順の感情をいだいて

おり、そうした倫理意識にみちびかれて、われ

とみずから伝統的慣習の規制の枠のなかに入り

こんでいこうとする。（中略）このような内と

外の倫
、 、 、 、 、 、 、

理の二重構造を生みだし、また、それに

よって支えられているような基礎的な生活関係

——こうしたものを私は以下『共同体』とよぶ

ことにしたい——が、な
、 、 、 、 、 、 、 、

おある程度まで『日本

文化の根底に潜むもの』となっているという認

識は、これはやはりなかなかに重要なものでは

ないかと感じている。」（『大塚久雄著作集　第

八巻』470-472頁）

なお文中の「共同体」について大塚は、あえ

て注を付し、「この『共同体』という語につい

ては、少し煩わしいけれども、ここで一、二注

釈をつけておいた方がよいかと思う。この言語

とも言うべきドイツ語は》Gemeinde《である

が、もう一つ通例『共同体』と訳されているも

のに》Gemeinschft《というのがある。この両

語は、実は、はっきりと区別されることがのぞ

ましいと思う。というのは、われわれは古い》

Gemeinde《の解体を歴史の進歩の方向に一致

するものとして考えるのであるが、同時に、ま

た新しい》Gemeinschft《の形成をこそわれわ

れは現在待望しているからである。ところが、

通常は両語とも『共同体』と翻訳されているた

めに、ある程度奇妙な混乱が生じていることは

覆いがたい。そこで私は》Gemeinschft《の方

には『共同態』の訳語をあてて区別することに

した」（472頁）と、『共同体の基礎理論』の「序

論」で補足した「共同体」と「共同態」の区別

と重なる説明を試みていることは、「大塚共同

体論」の内実を考察する上では無視できない論

点である。

ここには、『共同体の基礎理論』から3年後の

論稿で、あえて「共同体」と「共同態」の区別

を説明したことは、小野塚が指摘するように、

大塚が「共同体」の解体で「近代化」が完成す

ると単純に考えていたのではないということの

証左と窺える。

さらに大塚は続けて、日本の農村社会に内在
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する「二重構造」の特徴を次のように紹介して

いる。

「内と外への倫理の分裂のいわば原型をなす

ものが部落共同体の生活関係であることは、い

まいったとおりであるが、しかし、そうした倫

理の二重構造という事実自体は、もちろん我々

の生活の周辺に実にさまざまな形で、かつ、は

るかに広い分野にわたって見出される。このこ

とは、十分に注意しておく必要があるとおも

う。まず、部落共同体それ自体の内部でも、倫

理の二重構造の事実は、それこそ二重、三重に

重畳してあらわれてくるといってよい。（中略）

部落（むら）共同体の外側の、いわば伝統的慣

習の真空地帯のただなかにも、いわばタコツボ

型にさまざまな擬制部落というか、そうした第

二次的な共同体がいつとはなしにきわめて広く

作りだされていて、そこにも倫理の二重構造が

さまざまに織りなされていることは、これまた

見逃しがたい。（中略）このように、内と外の

倫理の二重構造は、濃淡さまざまに水割りされ

ながらも、単に個々の農業部落だけではなく、

網の目のように日本文化のうえに、ある程度ま

で、いまなお覆いかぶさっているともいえるの

である。かつて川島武宜氏がこの事実を『日本

社会の家族的構成』と巧みに表現されたが、そ

ういう意味合いで、内と外の倫理の二重構造

は、現在急速に崩れさりつつあるとはいえ、た

しかに『日本文化の根底に潜むもの』だという

ことできるのである。」（472-473頁）

この大塚の叙述は、前述の内山節の「私は共

同体は二重概念だと考えている。（中略）この

ような共同体を私は多層的共同体と名づける』

という主張と重複してくる。

大塚本人も含めて、「近代社会」の成立のた

めの「共同体の解体」という経済史的説明が、

宗教的思想的内容を含んだ日本文化をも視野に

入れた歴史的思考や、特にアジア社会における

「共同体」の実態究明から外れ、やがて「大塚

理論」として独り歩きしたために、かえって小

谷汪之によってその近代観まで批判され、内山

節によって「大塚史学の限界」が批判されたと

理解できよう。従って、先に紹介したように、

北原が大塚の問題点を、「共同体的構造が解消

してゆく一般理論がみえにくい一因はやはり叙

述にあろう」と指摘したように、当時の大塚が、

マルクスの「資本主義的生産に先行する諸形

態」に影響され、マルクス以来の単系的な「共

同体」の展開過程への理解に止まり、重層的な

「共同体」を一面的にしか捉え切れなかったと

いう新たな問題を生んだといえよう。

そして、「共同体」には、「村落」なり「水利」

なり、外部から「共同体」と客観的に認識でき

る客体的存在形態が求められるに対して、「共

同態」には、あくまで当事者間のコミュニケー

ションを通して、主体的に認識し合うという「内

と外」の関係が生じるから、ややもすると「共

同態」には超歴史的存在として扱われるという

問題が残るので、あくまで歴史的事実関係から

考察されることが求められる。

まして近年では林薫平が、大塚の提示した「固

有の二元性」を取り上げ、大塚の結論とは真逆

の立場から、「『固有の二元性』ゆえに，共同体

が構成員どうしの合議・合意にもとづいて公

平・平等などの原則からなるルールを設定する

メカニズム」を提起している11 。改めて大塚の

「共同体」研究が、現代社会おいて再検討され

る学問的余地が残されている。

第5章 現代中国における「共同体」研究
の現状と問題点

中国における「共同体」という概念の受容は、
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日本と同様に1920年代、マルクスのアジア的生

産様式理論の伝来を契機に始まった。しかし、

日本と比べてみると、中国でのこの理論に対し

ての関心は、いささか異なっている。日本では、

中国社会の「停滞性」問題と関連して、果たし

て中国に「共同体」が存在するか否かという問

題に焦点があてられてきた。一方中国では、当

時遂行されていた「革命の性格と目標」を確定

するために、まず中国社会の基本構造と発展段

階を究明しなければならないとされ、「社会史

論戦」等が展開し、歴史の発展段階としてアジ

ア的生産様式をめぐる論争が行われていた。

日中両国の「共同体」とアジア的生産様式に

対しての関心の違いについて、石井知章は次の

ように指摘している。

「アジア社会論にとって日本の一九三〇年代

とは、一九二〇年代までに形成された伝統的『ア

ジア学』が、西洋近代を超克すべく思想的に試

されただけでなく、現実的な外交論・社会政策

論にまで踏み込んで世界史的レベルで展開され

るという激動の時代のことを意味した。ここで

は、マルクス主義的方法論が主流となって一つ

の体系を形成しつつ、西洋の衝撃を受けて変貌

するアジア社会の基底に残存する『封建的』な

もの（マルクスのいう『アジア的』なもの）を

どう理解するかという視点をめぐって、近代的

『資本制』を強調する学派と前近代的『封建制』

に力点を置く学派とが激しい論戦を繰り広げた

のである」12 。

さらに石井は、当時の中国社会にとっての課

題について、続けて次のように論及している。

「一方、近代中国革命は伝統的村落共同体と

専制国家とによって成り立つ『前近代的』社会

構造を『近代ブルジョア的』それへと根本的に

転換させる。専制主義論をその大きな柱の一つ

とするアジア的生産様式とは、国民党と共産党

のいずれにとっても、中国の伝統社会、つまり

実存する（あるいは実存した）政治社会をめぐ

るきわめて実践的かつ具体的課題として提起さ

れていたということである。したがった、アジ

ア的生産様式論そのものを否定するというの

は、一九三〇年代に中国で繰り広げられた社会

性質論戦・社会史論戦の本質的意義を否定する

ということでもある」13 。

周知のように中国でも、アジア的生産様式に

ついては、1930年代に活発に論争された14 。そ

して、現代中国でも、アジア的生産様式につい

ての討論は続いている。ウィットフォーゲルの

著作は1990年代に翻訳出版された 15 。現在中

国では、アジア的生産様式という概念について

は、マルクスが一時的に使用したのではなく、

『資本論』第一部が刊行された1867年にも使

用していたとされている。エンゲルスは、その

後この概念をそのままでは使用しなかったが、

その理論を吸収したとされている16 。近年開催

されたシンポジウムでも、アジア的生産様式と

いう理論は、今日でも重要な意味をもっている

と確認された17 。さらに、アジア的生産様式理

論における専制主義に関する論点に基づいて、

専制主義と「共同体」との関係に論究した研究

も登場している18 。

以上述べたように、中国では長い間「共同体」

理論に対する研究は、日本と比べてそれほど関

心を払われなかった。しかし、20世紀末から21

世紀の初めに到る頃から、中国では「共同体」

理論を、ヨーロッパと日本からほぼ同時期に受

容し始めた。

まず、ドイツの社会学者フェルディナント・

テンニース（Ferdinand Tönnies）の「共同体」

に関する著作が、中国で翻訳出版された19 。こ

の出版は、中国における村落共同体研究に大き

な影響を与え、農村社会研究に対して新たな方
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法論を提供した20 。

一方、共同体理論に基づいて、中国農村に関

する実証的研究としての日本の研究成果が紹介

された。例えば内山雅生、丹喬二、谷川道雄の

研究書が、次々に中国で翻訳出版された21 。日

本の中国農村共同体に関する研究は、一般的な

研究方法として提供される一方で、中国農村研

究に新たなパラダイムをもたらす研究として、

大きな反響を呼んできた。

中国では、研究者が日本の村落共同体研究を

紹介する一方22 、一部の研究者、例えば劉玉照、

張思、钞暁鸿らは、日本の村落共同体理論と水

利共同体理論を参考にして、中国村落共同体に

関する研究も始めた23 。

特に改革開放以降、人民公社が解体され、農

村部から多数の若者が都市に出稼ぎに行き、そ

の結果、農村部が過疎化し、伝統的な村社会に

おける人間関係が疎遠となり、昔の緊密な「共

同関係」が解体し、村社会の秩序を維持するこ

とや国家により村を管理することにも大きな支

障が生じてきた。現代中国における現実から、

研究者が村落共同体の再建に注目してきたのも

事実である。

例えば、項継権は、農村自治を推進し、農村

社区を再編し、村の公共サービスを強化するこ

とを提起した24 。汪火根たちは、農村共同体の

再建には、村民自治を強化する一方、農業専業

協会の拡大を促進し、民間公益と娯楽組織を建

設することなどがあることを提案した25 。桂華

は「郷村治理共同体」という概念を提起し、昔

の村落共同体と比べて、その緊密性は弱いが、

村落ガバナンスとして「郷村治理共同体」を建

設し、村落集団組織を強化し、村民の間の利益

関係を再建するとを主張した26 。謝治菊らも、

村落共同体を再建するために、インタビュー調

査によって村落の共同記憶を呼び起こし、「郷

愁」意識を強化することを提起した27 。

現在、中国における村落共同体研究につい

て、一部の研究者が、近代日本における中国村

落共同体研究の成果を整理し、中国農村の実情

に基づいて新たな探究を試みている。

李国慶は、『中国農村慣行調査』及び「戒能

―平野論争」を整理し、清水盛光や福武直の研

究をまとめ、日本の自然村と中国農村と比較し

て、中国農村は血縁関係を中心とし、日本の自

然村は地縁的「和」を中心とすることであると

指摘した。また、村落共同体論争における中心

的な問題は「家」と「村」との関係であり、中

国村落には共同体の機能が弱く、行政組織を主

体とする村落と、家を主体とする村落という二

種類があり、経済と行政機能が独立してから、

村は生活互助の基本機能を果たす生活空間にな

った。従って、現在中国農村は、その凝集力を

増強すべきだと主張した28 。

また、周選和と焦長権は、日本の共同体理論

研究を多角的に整理し、『中国農村慣行調査』

及び日本の中国農村研究は、主に「共同体」理

論の下で展開してきたと指摘した。彼らによれ

ば、「共同体」理論は、マルクスの東洋社会研究

を発端として、日本に伝わってからは「近代主

義」の影響も受け、大塚久雄よって「日本化」し、

強い政治意識と政治経済学の傾向をもった。「村

落共同体」に関する論争の際には、ある程度の

社会学的思考も加わったが、20世紀60年代にな

ると、谷川道雄は従来の「共同体解体による近

代化」の理論を批判し、「共同体」を中国社会

の基底部として肯定し、独自の「共同体」論を

提起した。さらに石田浩、北原淳、内山雅生な

どの研究により、「共同体」理論も社会学的学

説として変貌を遂げた29 。

現代中国の学界において、中国に「共同体」

が存在しているかどうかをめぐって、近代日本
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の中国農村研究とダイアローグした研究を提起

したのは、徐勇の論文である。徐は2015年に自

らが主導した大規模な農村調査「深度中国調

査」の結果に基づいて、近代日本の「共同体」

理論を検討しながら、中国農村の実態を探求し

た30 。

徐は、まずマルクス、ヴェーバー、テンニー

スらの「共同体」に関する理論をまとめて、「共

同体」を研究する際に注意すべき論点を次のよ

うに提起した。①「共同体」概念は多岐の意味

を保有しており、研究者は共同体所有制、共同

体的社会結合、共同体的意識、共同体の流動性、

想像的共同体など様々な側面から「共同体」を

認識している。②「共同体」の機能と形態は、

極めて多様であり、所有制、生活経営、日常交

際、価値観、安全協力などさまざまな機能があ

るが、複数の機能が重複する場合は、その共同

性が最も強くなる。③「共同体」には流動性が

あり、安定的な組織ではなく、しばしば再編し

ている。④個々の人間の行動には自主性があ

り、受動的に「共同体」に所属しないため、常

に自主的に新たな「共同体」を結成しうる。⑤

「共同体」の実現にはガバナンスが必要であ

る。⑥「共同体」の実現には目標の設定が必要

である。

徐は、日本の研究者の「共同体」に関する認

識は、固定化しており、『中国農村慣行調査』の

調査村も、普遍性を欠き、主に農民の慣行を中

心として調査されたと指摘した。

中国村落共同体の実態について徐は、『中国

農村慣行調査』の内容を検証する上からも、「深

度中国調査」の結果に基づいて、次のような結

論を導き出している。①「共同体」には多様性

があり、1949年前においては、西南地域には緊

密な「共同体」が続いて存在し、伝統的社会結

合が解体せず、また血縁関係によって形成され

る「共同体」は、中国では長期間残存されてき

た。②中国村落共同体は、原始共同体が解体し

て、家庭を中心とするように進化した。③中国

村落共同体の進化には格差があり、地域間の村

落の共同性も異なると指摘した。

従って、現代中国における「共同体」研究は、

ヨーロッパ及び日本からの理論と研究成果を吸

収し、中国農村研究を開始したが、現段階では、

海外の先行研究を整理し、中国農村の実情に基

づいて、その理論と研究に関して検証すること

を中心とする段階にある。中国の長い歴史の中

に、「共同体」の実態とその変遷を実証的に追

究する研究は、始まったばかりである。

おわりに　

祁建民は前稿「中国における伝統的な水利「共

同関係」とその変容」の「おわりに」で、「1949

年以来の四社五村の変遷を考察して、この伝統

的な水利『共同関係』は大きな変容をとげた一

方、その慣行の一部はいまも継続されている。

その理由については、自然環境の要素以外に、

四社五村側の強靭な対応と政府の曖昧な立場の

両面から考えなければならない。（中略）集団

化時の四社五村のトラブルは殆ど昔の水規に沿

って解決した。中央政府はイデオロギーの遂行

を優先したが、 政権の末端組織は民間のトラブ

ルを柔軟に解決して、地域の安定を優先させて

いる」と結んでいる。

この祁の指摘は、大塚久雄が1956年に、雑誌

『世界』年3・4月号に発表した「『共同体』を

どう問題とするか」と題する論稿で、「共同体

は、一方では今まで述べてきましたように、封

建的な領主や地主たちの農民に対する支配の手

段として利用されますが、また他面では、とき

にはそうした支配に対する農民の抵抗の組織と
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しても利用されたということです。私は、この

支配の手段と抵抗の組織という、共同体がもつ

二つの側面をしばしば『共同体の二面性』と呼

んできました」（『大塚久雄著作集　第七巻』

230頁）と語っていることを想起させる。現代

中国農村にも、旧来とは形を変えながら「共同

体の二面性」が残存していたという祁の主張

は、現代中国社会を考察する上では、重要な論

点の一つである。

内山も、1984年に発表した「近代中国農村に

おける『共同体』、その光と影」（『金沢大学経

済論集』21号）で、「共同体」と「階級関係」お

よび「自治的性格」の関係を考察し、地主制支

配との関係から、「共同体」に内在している二

面性、つまり体制批判機能と体制維持機能の二

つの相反する内容が、相互関係をとりながら共

存していることを指摘しておいた。内山論文で

は、『中国農村慣行調査』等の1940年代前半期

日本占領下で実施された華北農村調査を検討対

象とした。しかし、農村社会学者の田原史起が、

近著『中国農村の現在　「14億分の10億」のリ

アル』（中公新書、2024年）で、1950年代の集団

化に至る過程において、国家権力の圧力により

「社会主義的地縁共同体」が形成されたと主張

しているが、祁論文では、2000年代から内山と

共に自ら山西省農村で実施した農村調査をもと

に、1949年以降の現代中国農村における「共同

関係」を、「地縁」に限らず、多角的に検討対象

として取り上げているので、改めて「社会主義

体制」下の農村社会構造を考察する上では、貴

重な実証的データを提供したと言える。

さらに大塚は、前掲引用文章に続けて、「彼ら

が古い共同態規制に対抗しようとするばあいに

は、実は、ある程度古いものと重なり合いなが

らも、彼ら自身が抵抗の組織として一
、 、 、 、 、

種の共同

体
、 、 、 、 、 、 、

的な共同組織を作り上げていくことが見られ

るようです。たとえばイギリスの歴史でいえ

ば、『小親方組合』などといわれるものがその

一つの典型だと思いますが、このような小ブル

ジョア層の形成する共同組織を、私はしばしば

『半共同体』とよんできました。この半共同体

は、一方では、こうして封建的＝共同体的規制

に対する抵抗の組織として現われるとともに、

また他方で、資本主義的分解に対する抵抗の組

織として現われることにもなり、いわゆるボナ

パルティズムの土台を形づくる結果となるので

すが、このことも記憶しておかなければならに

一点だと思います」（230-231頁）と補足してい

る。祁が提起した山西省の山岳部に残存してい

た「四社五村」の水利「共同関係」が、大塚の

語る「半共同体」といかなる関係にあるのか、

中国歴代の王朝権力による専制支配の下での

「水利共同体」との関係も含めてさらなる検討

の余地があるが、少なくとも大塚は、『共同体の

基礎理論』で語った土地占取による「アジア的」

「古典古代的」「ゲルマン的」と呼ばれた諸形

態で、人類史を単系的に把握するのでなく、「半

共同体ともいうべき共同組織」を歴史的展開過

程に措定していたことは、小野塚や梅津が指摘

したように、21世紀に表出した現代社会の課題

との関係から「大塚史学」を再検討する際に、

一つの論点となると認識すべきだろう。

さらに我々が注意すべきことは、大塚は『共

同体の基礎理論』発表時から、解体すべき「共

同体」の裏側に存在する「共同性」に基づいた

生活空間としての「共同態」の存在を肯定し、

むしろ「共同体」解体後の新たな社会関係を切

り拓く可能性として評価していることである。

ただ従来の研究史の中では、「解体」だけが大

塚からのメッセージとして強調され、大塚の「共

同態」評価は切り捨てられてきたきらいがある。

以上のような論理の限りでは、内山が長年に
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わたって使用した「共同関係」は、大塚の言う

ところの「半共同体」も含めて、「Gemeinschft」

（共同態）として理解して良いだろう。そして

この「共同態」の内容は、内山節も含めて1970

年代以降に現れた「共同体主義」者が語る「共

同体」でもあり、21世紀に到ってかつて大塚に

薫陶を受けた経済思想家達が追求する「コモン

ウィール・結社・ネーション」等の裏側に存在

する「共同性」に通じるものでもある。

内山は1990年に刊行した『中国華北農村経

済研究序説』の「あとがき」で、「あくまで『共

同関係』の実態を明らかにすることを目標と

し、『共同体』論に関わって発言することには

禁欲的態度をとってきた」と述べたが、その後

今日に至るまで、その姿勢には変わりはなく、

充分に「共同体」論について論究してこなかっ

た。

以上の行論との関係で、前野清太朗は、その

著書『現代村落のエスノグラフィー』（晃洋書

房、2024年）の「第2章　東アジア村落比較の

再検証」で、「台湾村落を新たに現代村落的な

文脈のもとで理解するために、これまでの中国

村落や日本村落との比較のなかで多重にかぶせ

られてきた『異』と『同』のフィルターを整理

し、位置づけ直す作業を行う」と積極的な問題

提起を行い、さらに「共同体」という語句につ

いては、「筆者の立場としては、中国大陸部の伝

統村落について一定の共同性（あるいは福武の

いう集団性）は存在したと捉えているが、そう

した人々のあり方を経済学・経済史がかなり厳

密に定着して用いてきた『共同体』の語を用い

て形容することには反対である」（ 70頁）と述

べていることは、まさに現代社会の課題からす

れば、的を射た発言と言えよう。

その意味では、本稿は、未だ「共同体」論へ

の試論の一歩にすぎない。いずれ別稿で、祁が

纏めて紹介した現代中国における「共同体研

究」の現状を勘案し、さらに社会学者の南裕子

と閻美芳が、中国社会科学院社会学研究所の陳

嬰嬰らとの共同研究の中で提起した「村という

枠組みを前提とした共同性が生成されていく様

子を中国の村のなかに見る」という「生成する

村」の視点と31 、山西省東部の盂県でのオーラ

ルヒストリーにより、雨乞復活の実態とその変

容を明らかにし、「信仰やネットワークを支え

るのは『会』の組織性よりも、むしろ背景にあ

る村落のコスモロジーである」と主張する石井

弓の問題提起を参考に32 、改めて歴史研究者と

しての視角から、「二重概念としての共同体」

とか「多重的共同体」と指摘された概念を、本

稿同様に祁と内山の共同研究として、現代中国

農村、特に山西農村社会における農民の「個人

史」の実像から再検討し、改めて中国社会にお

ける「共同体」論への接近を試みようと切望し

ている。

  注

1 長崎県立大学東アジア研究所『東アジア評論』12
号、2020年3月。

2 旗田巍による「平野義太郎・戒能通孝による『中
国共同体論争』」の整理に関して、前野清太朗『「現
代村落」のエスニシティ』（晃洋書房、2024年）は、
法学者中田薫の「実在的総合人」の概念から、戒能
通孝の「入会権論」を検討し、旗田の「戦後中国社
会論的な文脈」が、「日本村落を対象とした物権論
の議論（入会権の法的位置づけ）の延長として中
国村落を論じるという戒能の議論のコンテクスト
を看過していた」（ 60頁）ため、「戒能的な法理面
での文脈」を捉えきれず、「中国村落を日本村落か
ら『異』化する視点を強化した」（61頁）として、
「研究史的に見るならば、一連の議論における『中
国（伝統）村落には共同体が（見いだせ）ない』
との結論が、各方面の後進の研究者に引き継がれる
に際して独り歩きしていった傾向は否めない」（56
頁）と指摘したことは、秀逸であり、50年ぶりに議
論のレベルアップを実現させたと評価できる。

3 小谷汪之『マルクスとアジア――アジア的生産
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様式論争批判――』（青木書店、1979年）、同『共同
体と近代』（青木書店、1982年）。

4 奥村哲「民国期中国の農村社会の変容」（『歴史
学研究』779号）。なお内山からの反論は、「近現代
中国農村社会研究再考」（『歴史学研究』796号。内
山『日本の中国農村調査と伝統社会』御茶の水書
房、2009年に所収）を参照のこと。

5 斎藤幸平『マルクス解体　プロメテウスの夢と
その先』（講談社、2023年10月）は、2023年2月に
ケンブリッジ大学出版から刊行された“Marx in 
the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth 
Communism”の日本語版である。本書は斎藤にと
っての一冊目の学術書である『大洪水の前に　マ
ルクスと惑星の物質代謝』に続く二冊目の学術書
であるが、「日本語版あとがき」で、『大洪水の前に』
以後の研究成果を踏まえて、マルクスのポスト社会
主義は単なる「環境社会主義」ではなく、「脱成長
コミュニズム」であることを明示したと主張して
いる。両書とも、「日本国内よりも、英米圏での論
争や社会運動を強く意識して書かれている点に注
意されたい」と本人も強調していることも特徴的
である。事実、1881年のヴェラ・ザスーリチから
の手紙に対するマルクスの回答についても、ロシア
の農村共同体も含めて、『人新世の「資本論」』など
の概説書よりも詳しく検討され、「マルクスの歴史
観は1881年までに大きく変化している」（290頁）
と主張している。しかし、「マルクスは、非西欧社
会における資本主義の拡大に対する抵抗力に注目
することで、ロシア革命の可能性を見出したのであ
る」（ 291頁）と結論するには、「非西欧社会」、特
にアジア社会の構造に対するマルクスの理解まで
立ち入った考察が必要である。この問題を解決す
るには、齋藤に限らず英米圏での論争を視野に入れ
た、アジア社会の構造研究に従事するアジア史研究
者の側からの発言が鍵となる。既に40年前にイン
ド中世史研究者の小谷汪之から実証研究に基づい
た問題提起がなされているが、現政権維持のために
展開された中国での「東方社会理論」レベルを超
えた学術的発言が、日本の中国史研究者たちに求め
られているのかもしれない。

6 1955年に近隣の町村と合併して相模湖町に、
2006年に相模原市に編入し、2010年以降相模原市
緑区に所属している。

7 姜尚中の「大塚史学」との出会いから別れまで
は、『アジアを生きる』（集英社新書、2023年）の「第
一章　近くて遠いアジア」および「第二章　西欧
とアジアの二分法」に、姜の「個人史」として纏め
られているが、「東北アジアの共同の家」を経て、「西
欧とアジアの『認識論的・存在論的分断』を超え
て」、横井小楠にいたる思想史や理論史の重なりの
中で、アジアの実像はかえってわかりにくくなった
との印象が残る。

8 例えば、農学者で地域環境工学者でもある千賀裕

太郎は、内山節『共同体の基礎理論』への書評を『林
業経済』64巻9号に掲載しているが、自らの経験か
ら大塚流「共同体」論への疑念から、内山節の「共
同体」論に注目し、そこから東日本震災以後の日本
の「未来」を読みとれた意義を強調している。ま
た『内山節著作集15』として増補版が出版された
2015年12月に、『月報15』では、高橋伸彰が「宇
沢弘文と通底する経済学批判」と内山節を高く評
価し、濱田武士は「政治的なイデオロギーを先行さ
せる必然性が薄れた今だからこそ、共同体を『ある
もの』としてあらためてとらえ直さなければなら
ないと認識させられます。『地方創生』を新たな国
土政策ととらえる内閣府のプロジェクトがスター
トしていますが、だからこそ共同体の再考・再評価
という作業を急ぐべきなのです」と強調している。
いずれも現代社会の抱える問題との関係で、内山節
の「共同体」論に注目していることは、特徴的であ
る。

9 「風土」の違いもあるが、中世や近代ヨーロッパ
社会でも、自然の中での人間生活を考えられる。例
えばロビン・フッド物語の舞台となった13世紀イ
ングランドのシャーウッドの森や、アラン・コルバ
ンが語る木靴職人ピナゴが生活する19世紀フラン
スの森での生活（アラン・コルバン著、渡辺響子訳
『記録を残さなかった男の歴史――ある木靴職人
の世界　1798-1876』）が注目される。その限りで
は、J.C. スコットの『ゾミア　脱国家の世界史』（み
すず書房、2013年）が語る、国民国家に統合される
前の、ベトナムの中央高原からインドの北東部にか
けて広がり、東南アジア大陸部の5か国（ベトナム、
カンボジア、ラオス、タイ、ビルマ）と中国の四省（雲
南、貴州、広西、四川）の山地民の社会構造を取り
上げた研究が参考になる。

10 小野塚知二編『共同体の基礎理論　他六篇』（岩
波文庫、2021年）に付された「解説」の中で小野
塚は、『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』
に所収された三品英憲「大塚久雄と近代中国農村
研究」を取り上げ、平野義太郎と戒能通孝との間に
展開した「中国共同体論争」に関して、三品の指摘
する「無自覚の『前提』が存在した」ことに注目し、
「大塚の周囲には、日本の封建制と村落共同体をむ
しろ積極的に、西欧に類似したものと位置づけて、
封建制や村落共同体を欠く『アジア』とは区別し
ようとする者が少なからずいた。しかし、大塚はこ
れを明瞭には主題化しなかった」（ 385頁）、「大塚
は、山田はもとより、戒能や平野とも、同じ時期に
『極めて近い場所 [ 東京帝国大学 ] にいた』から、
こうした議論をまったく知らなかったとは考えに
くい。それどころか、ウィットフォーゲルの『解体
過程にある支那の経済と社会――アジア的な一大
農業社会に対する科学的分析の企図　特にその生
産諸力・生産＝流通過程』　上下巻は平野の監訳に
よって一九三四年には訳出されていた」と、当時の
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大塚への疑問を述べている。	 	 	
　三品の「無自覚の『前提』」はいかにも三品らし
い言い回しだが、少なくとも西洋経済史を専攻する
小野塚にとっては、近代中国社会を理解する上では
大きなインパクトを与えられたようだ。さらに
2010年11月に発行された『社会経済史学』76巻3
号には、近世ロシア農村社会史を専攻する土肥恒之
による『大塚久雄『共同体の基礎理論』を読み直す』
への書評が掲載されている。その中で土肥は、「異
色なのは三品の報告で、戒能通孝を中心にした報告
は、昔読んだ『小繋事件』の感動も思い起こして、
大変興味深いものがあった」と述べている。つま
り三品の報告は、西洋経済史研究者にとっては、ド
イツや日本を研究対象とする法制史研究者まで
が、戦中に中国での農村調査に関わっていたという
歴史的事実に関心の中心が置かれ、中国農村研究そ
れ自体に踏み込んだ論及はされていない。その限
りでは、三品の「（大塚に）自らの持つ無自覚の前
提を相対化する契機に乏しいという、大きな落とし
穴が口を開けていたと言える」という指摘の重要
性の意味は大きい。ただ小野塚がコメントしたよ
うに、戦中期の大塚、戒能、山田も「無自覚の前提」
に陥っていたことは事実だが、戒能に絞って「中国
共同体論争」を紹介した三品自身も、「無自覚に日
本農村社会を前提とした中国社会分析に陥ってい
る」とも言えよう。「大塚共同体」を問題とするな
ら、「平野・戒能論争」の紹介後に、中国農村に関
する結論が近いとはいえ、戒能のみに論究すること
が新たな問題を引き起こしている。ローマ法とゲ
ルマン法の比較から「郷土共同体」論を主張した
平野の「共同体」論こそ、平野なりの「アジア的共
同体」への接近と考えられるからである。平野が
戦中期の「転向」により、「マルクス主義の泰斗」
から「大東亜共栄圏の提灯持ち」に「転落」する
背景を考察し、平野の処女作『民法に於けるローマ
思想とゲルマン思想』に見られる「ゲルマン共同
体対ローマ個人主義」という論法から、平野の「ア
ングロサクソン的個人主義」に対抗する「アジア
的共同主義」を検討した武藤秀太郎「平野義太郎
の大アジア主義論——中国華北農村慣行調査と家
族観の変容」（『アジア研究』49巻4号、2003年10月）
等が示すように、平野「共同体論」も多角的に再検
討すべきであろう。中国村落に「共同体は存在し
ないとする前提からの整理」に始まった三品論文
は、前掲の前野清太朗『「現代村落」のエスノグラ
フィー』に見られる「旗田とは違った中国共同体
論争の整理」からの成果を勘案すると、「中国村落
を日本村落から『異』化する視点を強化した」旗
田の「中国共同体論争」認識の枠内にとどまった
ことは残念である。

11 林薫平「共同体を現代にどう生かすか――マル
クス = 大塚の“共同体に固有な二元性”の再解釈
と応用（上）——」（福島大学『商学論集』85巻4号、

2017年3月）参照のこと。
12 石井知章『中国革命論のパラダイム転換　K・A・

ウィットフォーゲルの「アジア的復古」をめぐり』
社会評論社、2012年、12頁。

13 石井前掲書、25頁。
14 盛邦和《“亚细亚”理论在中国、及民国时代的一

场论战》、爱思想、2024年9月28日。

15 魏特夫 , 卡尔・A《东方专制主义：对于极权力量

的比较研究》、徐式谷等译、中国社会科学出版社、

1989年。

16 李根蟠《“亚细亚生产方式”再探讨―重读 < 资本

主义生产以前的各种形式 > 的思考》、《中国社会科

学》2016年第9期。

17 《“亚细亚生产方式”迄今仍是一个有巨大解释力

的理论工具―< 文史哲 > 第十次人文高端论坛举

行》、《山大视点》 2024年9月28日。

18 例えば、秦晖《“大共同体本位”与传统中国社会》

（上）、《社会学研究》1998年第5期。李远行《大共

同体本位？小共同体本位？―中国农村基层组织性

质探析》、《安徽大学学报》2004年第1期などを参照

のこと。

19 滕尼斯《共同体和社会》、林荣远译、商务印书馆、

1999年。

20 卢尧选《村落共同体研究的理论传统与特征》、《学

海》2019年第5期。

21 内山雅生《二十世纪华北农村社会经济研究》、李

恩民・邢丽荃译、中国社会科学出版社、2001年。丹

乔二《试论中国历史上的村落共同体》、虞云国译、《史

林》2005年第4期。谷川道雄《中国中世社会与共同

体》（增订本）、马彪译、上海古籍出版社、2013年。
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源流的再考察―兼论基于“惯调”的日本中国农村

研究》、《清华社会科学》2020年第1期。

23 刘玉照《村落共同体、基层市场共同体与基层生产

共同体―中国乡村社会结构及其变迁》、《社会科学战

线》2002年第5期。张思《近代华北村落共同体的变
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馆、2005年。钞暁鸿《灌溉、环境与水利共同体―基

于清代关中中部的分析》、《中国社会科学》2006年第

4期。

24 项继权《中国农村社区及共同体的转型与重建》、

《华中师范大学学报（人文社会科学版）》第48卷第

3期、2009年5月。

25 汪火根・曹卉《新农村建设中的乡村共同体与社

会秩序的重构》、《经济研究导刊》2011年第31期。

26 桂华《乡村治理的“共同体”传统与当代建设》、《国

家治理》2023年8月上。

27 谢治菊，刘璇《乡村命运共同体的集体记忆与认同
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28 李国庆《关于中国村落共同体的论战―以“戒能

―平野论战”为核心》、《社会学研究》2005年第6期。

29 周选和・焦长权《中国农村研究的日本视野：“共

同体”理论的东渐、论战与再认识》、《清华社会学评
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31 南裕子・閻美芳編著『中国の「村」を問い直す　
流動化する農村社会に生きる人びとの論理』明石
書店、2019年。

32 石井弓「中国農村のコスモロジーから地域を捉
える——山西省盂県の大王信仰をてがかりに
——」（『歴史学研究』1043号、2023年12月）では、
「中国農村共同体をどう捉えるか」という問題設
定から説き起こし、山西省農村部に存在した「社」
と『会』に注目し、現代中国農村における「雨乞い
の復活と変容」を考察した秀作である。内山雅生「山
西省農村の『社』と『会』からみた社会結合」（三
谷孝編著『中国内陸における農村変革と地域社会』
御茶の水書房、2011年）でも内山は、農村社会にお
ける「伝統的な社会結合組織」に注目してきたが、
コスモロジーという視点から「社会主義下での政
治的抑圧を生き延び、復活するプロセス」という社
会結合の背景に、「外部権力と地域の人々の相克、
それによって生じる地域の『多声性』が内包され
ている」と指摘する石井の論稿には、現代中国農村
の深層部を理解する上でのヒントが示されている。
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〈研究論文〉

はじめに

近代以降、日本側の官、軍、民、学などの調査

機関によって長時間にわたって対中調査が実施

されてきた 1。それらの活動を通じて内容豊か

な数多くの調査報告が残された。戦争期日本側

の対中調査については学者たちに注目されてお

り、ここ数年来、中国における档案資料の整理

や出版及び関連文献資料データベース 2 の利用

も可能になり、関連研究の深化を後押ししてき

た。現在のところ、日本側の対中調査について

の研究では、「満鉄」調査部、東亜院同文書院、

興亜院、日本軍部及び政府、特務機関などを対

象にしたものが多く、内容としては主に政治、

経済、軍事、地理、文化、社会状況、人々の生活

水準などについて議論されたものがメインであ

る。しかし、関連資料不足のせいか、学界では

日中戦争期の日本軍占領下の地方衛生医療の研

究は少なく、「衛生」という名目で対中調査に

ついての研究もあまり見られないのが現状であ

ろう。3

史料の新たな発掘と整理によって、更なる歴

**

***

孫　登洲
祁　建民

1930‐40 年代旧日本軍太原臨時衛生調査班とその活動 *

*本稿は中国「山西省2024年度革命文物研究専項課題」（SXGMWW2024011）の助成を受けて実施した研究成果の一部
である。
**中国山西大学外国語学院講師。
***長崎県立大学国際社会学部教授。

要　約

新史料、新根拠、新発見によって、旧日本軍太原臨時衛生調査班及びその活動の史実が浮上し、学界

の注目の的となりつつある。戦争の最中に臨時編成された当調査班は、三年近くにわたって中国山西

省太原市及び其の付近地域に対して数多くの衛生学的調査や研究を実施した。太原臨時衛生調査班に

関する史料の新たな発掘につれて、それらに対する解読や研究は日中戦争期の山西省地方の衛生学的

実態を明らかにするのに役立つであろう。と同時に、当時の戦争史的研究のために内陸部黄土高原乾

燥地帯の調査ケーススタディ及び「衛生調査研究」という新たな視点や側面を提供してくれた。さら

に日中戦争史の研究分野や対象も多様化、豊富化させることができて、当時山西省地方社会の側面や

実態に対する研究を深めることができよう。

キーワード：衛生調査；山西太原；調査活動；対策参考
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史研究の展開が可能になる。2022年9月3日に

は、「旧日本軍防疫部隊原始日本語調査報告」

の新聞記事のため、太原臨時衛生調査班及びそ

の活動が浮彫になり、社会や学界からも大きな

関心が持たれてきた。4

戦争最中に編成された太原臨時衛生調査班は

北支 5 方面軍第一軍の傘下入りであった。成立

後、関連機関の支持や指導のもとで山西省太原

及び周辺地方の住民の生活習性、生理特徴など

について何度も全面的な調査を実施して、北支

方面軍第一軍軍医部に一連の調査報告を提出す

ることになった。以下の通り、新たに発掘され

た日本語史料を利用し、日本国立公文館アジア

歴史資料センター所蔵の史料を合わせて、太原

臨時衛生調査班及びその活動について検討する

ことにする。

Ⅰ．太原臨時衛生調査班の編成

盧溝橋事件が勃発した直後、日本軍が華北地

方に勢力を伸ばしてきた。1937年9月9日に山

西地方に侵入し、11月8日には省庁所在地太原

市も陥落されて、北支方面軍直轄、第一軍配属

の109師団に占領された。軍事作戦及び長期間

占拠のため、太原陥落直後、作戦命令に基づい

て太原臨時衛生調査班が編成されることになっ

た。

当調査班の編成の経緯及びその目的として

は、当時太原臨時衛生調査班要員の陸軍軍医中

尉の村上賢三が1939年11月には、本人による「太

原臨時衛生調査班業績集（山西地方二於ケル衛

生対策参考資料）」の序文では詳しく紹介され

た。村上賢三は日本官立金沢医科大学助教授、

教授そして偽満洲国哈爾賓医科大学教授を歴任

し、衛生学の研究に従事している。関連史料に

よると、村上賢三は太原臨時衛生調査班成立当

初の加入者ではなく、約半年後の1938年6月に

当班に入り、その調査や研究は1939年11月ま

で続いた。太原臨時衛生調査班調査研究のキー

パーソンである村上賢三本人が組織し関与した

関連調査や研究は16篇にも達し、そして何篇も

の調査報告も提出された。6 村上の序文の記載

によると、「昭和十二年十二月十四日一軍甲命

第二一八號ニ基キ昭和十二年十二月二十七日

一〇九師作命丁第六十七號ニヨリ臨時ニ編成セ

ラレタルモノニシテ」7 とする。太原臨時衛生

調査班は第一軍をはじめ臨時編成されたもの

で、その成立時間は1937年12月27日であると

いうのが分かった。当調査班は第一軍の作戦命

令のほか、109師団の命令もあった。そして、そ

の初代の班長としては北支方面軍直属第109師

団第四野戦病院院長大橋少佐が当たった。つま

り、成立当初、太原臨時衛生調査班は109師団

と深い関わりがあり、その業務展開は109師団

からの影響も強いと言えよう。8

太原臨時衛生調査班及びその活動について

は、「太原臨時衛生調査班業績集（山西地方二

於ケル衛生対策参考資料）」の中では回顧して

まとめた。この「業績集」は第一軍軍医部の指

示によって1939年11月15日に作成されたもの

であり、現在日本国立公文館アジア歴史資料セ

ンターに所蔵された。そして「秘」レベルの資

料と取り扱いされて、当時の北支方面軍第一軍

軍医部長木村の命令に従って第一軍作戦部隊で

ある笠原部隊本部に一冊配付された。ただ注意

してほしいのは、太原臨時衛生調査班の活動は

1939年11月15日にとどまらず、その後また約1

年間ぐらい続いたということである。

太原臨時衛生調査班は第一軍軍医部によって

編成されたが、石家荘の特別疾患収容班と第三

野戦防疫部太原分遣隊からも大きな支持が得ら

れた。村上賢三陸軍軍医中尉は「業績集」の「序」



　1930‐40 年代旧日本軍太原臨時衛生調査班とその活動

− 135 −

の中では次の通り当班のメンバーについても一

応触れた。「編成當時、協力部隊トシテ石家荘

ヨリ前進シ来リタル特別疾患収容班及ビ第三野

戦防疫部太原分遣隊ト共ニ調査研究事項ヲ立案

シ、業務ニ着手スルコトトナリシガ」9とした。

この内容から見ると、第一軍軍医部に属する太

原臨時衛生調査班は石家荘の特別疾患収容班と

第三野戦防疫部太原分遣隊とは業務関係や人員

などでの連携関係があるが、協力関係に過ぎな

く、お互いに隷属的関係を持たず、違う別々の

存在であるということが分かる。10 成立後、た

だちに「業務ニ着手」し、そして1938年1月に

当班のメンバーである陸軍薬剤中尉橋本紋兵衛

によって「太原城内外部隊使用井水ノ水質検査

成績」という題とする最初の調査報告が提出さ

れた。11 「元方面軍軍医部長山本閣下、松浦閣下

ヲ始メ前一軍軍医部長三宅閣下及ビ元百九師団

軍医部長葛西閣下、吉野大佐、前班長百九師団

第四野戦病院長大橋少佐」が常に「業務遂行上

適切ナル支持ヲ与ヘラレシ」12 とあるように、

当班の業務展開はまた北支方面軍軍医部と第一

軍軍医部と109師団軍医部からも指導や指示も

得られた。また、当班は第一軍に山西省内各地

に派遣され、調査活動を実施した。13

当調査班員の構成としては、太原臨時衛生調

査班の多くは第一軍軍医部と109師団軍医部の

陸軍軍医であり、また、後に石家荘特別疾患収

容班や第三野戦防疫部太原分遣隊及び山西省衛

生調査要員、北支那防疫部太原支部のメンバー

も加入した。肩書から見ると、陸軍軍医少尉、

中尉、大尉、少佐そして中佐がおり、また、陸軍

衛生部見習士官もいた。手元の資料によると、

太原臨時衛生調査班班長としては二名いたとい

うことが分かった。初任班長は当時の北支方面

軍直属第109師団第四野戦病院院長大橋少佐が

当たり、後になって第一軍軍医部中佐三宅惣八

郎に変わったのである。

当班の事務所としては、当時太原市内の山西

川至医学専科学校の旧跡に選定された。その理

由として、ここが当時閻錫山の指示によって成

立された医学院であり、日本軍は参考に資する

山西省関連医療衛生疾患などの研究資料が保存

されており、研究室も硝子器材や薬品などの物

質も備えているところであると考えられている

のである。しかし、ここは日本軍による爆撃の

ためだいぶ破壊されており、「爆撃ヲ被リ著シ

ク破壊セラレ荒廃ノ状惨怛タル上ニ研究資材ハ

皆無ノ状態ナリキ」という羽目になった。太原

臨時衛生調査班はここに移転してから「先ヅ多

数ノ苦力ヲ指揮シ破壊個所ノ修復ヲ計ルト共ニ

太原市内ニ散逸シ在リシ参考書類、硝子器材、

薬品等ノ蒐集ニ努メ研究室ノ充実ヲ計レリ」14

と工夫したのである。以上は太原臨時衛生調査

班成立当初の事情であった。

Ⅱ．太原臨時衛生調査班の再編と発展

戦争情勢の発展や調査班の業務展開の推進の

ため、組織自体でも調査班員構成でも大きな変

化が見られた。「斯クシテ漸ク調査研究ノ緒ニ

就カントセシ時、昭和十三年四月二日特別疾患

収容班ハ石家荘ニ転進シ、第三野戦防疫部太原

分遣隊モ亦屡々作戦ニ参加ノ為移動シテ遂ニ昭

和十四年一月當班ト相分ルルニ至レリ」とし、

そして「當班内部ニ於テモ作戦毎ニ将校、下士

官、兵ノ異動頻回ニ行ハレ業務ノ遂行上支障ヲ

来ス事屡々ナリシ」こともよくある。15 つまり、

1938年4月2日に「特別疾患収容班」が石家荘

に移転し、1939年1月になると、第三野戦防疫

部太原分遣隊も離れるようになった。しばしば

作戦参加のため移動しなければならないし、太

原臨時衛生調査班班員の異動や変化は多く、こ
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れらは当班の調査研究「業務ノ遂行」に支障を

来したのである。ここで注意してほしいのは、

当班メンバーの頻回なる異動があるが、当班と

業務上完全な離脱ではなく、組織面の人員の調

整なのである。一度離れた北支那防疫部太原支

部の陸軍薬剤少佐大島英男は1940年1月にはま

た太原臨時衛生調査班の「硬水軟化研究」に関

与したのである。16

当調査班のメンバーの頻回の異動や調整の対

策として、1938年11月25日に太原臨時衛生調

査班は第一軍の指示に基づいて改編することに

なった。「昭和十三年十一月二十五日一軍作命

丙第四十三號ニ基キ編成ヲ新ニスル」17 と決め

た。成立当初と違って、今回の再編の時、その

命令や支持を出したのは第一軍の直接命令であ

る。今度は109師団の指示や命令は見られない。

そして、その班長も変わって、第一軍軍医部の

メンバーが担当することになった。こう見る

と、改編後の太原臨時衛生調査班という組織の

地位やレベルもアップして、109師団に代わっ

て第一軍軍医部からの人が指揮するようにな

り、当班への直接指導やコントロールを強化す

ることになる。業務展開や他の連携機関の変動

もあって、太原臨時衛生調査班の事務所も変わ

った。「昭和十四年五月二十五日太原陸軍病院

ノ拡充ニ伴ヒ、又一方當班業務将来ノ発展性ニ

鑑ミ従来使用セシ建物一切ヲ太原陸軍病院ニ移

管シ現在地ニ移転ヲ完了セリ」と記した。18 太

原陸軍病院の拡充及び「當班業務将来ノ発展

性」を考慮して、太原臨時衛生調査班は1939年

5月25日から山西川至医学専科学校より移動

し、使用中だった建物も太原陸軍病院の拡充工

事のため移転させた。「業績集」の序文の中に

おける「現在地」とはどこか、まだ不明な点も

あるため、更なる実証研究が必要であろう。

再編を経た太原臨時衛生調査班は、班長が代

わったほか、班長の肩書もレベルアップした。

と同時に、当班の調査研究の方針と任務も再確

認され、成立当初の「其ノ目的トスル所ハ山西

地方ニ於ケル衣、食、住、業等ノ衛生学的事項

ノ調査研究を遂ゲ、現在及ビ将来ノ衛生対策ノ

資料タラシムルニアリ」から「今次作戦ニ直接

必要ナル緊急問題ヲ第一トナスハ勿論ナルモ又

将来ニ於ケル北支ノ衛生開発を顧慮シ我軍及ビ

我同胞ガ此地ニ定住スルニ必要ナル凡ユル健康

問題及ビ今後我々ト一層交渉深キ支那人ノ健康

ヲモ其ノ調査研究ノ対照トナシ、之等ノ現状ヲ

明ニスルト共ニ其ノ當為ヲ研究シ科学的指導原

理ヲ輿ヘントスルニアリ。」と変換されてきた。19 

つまり、太原臨時衛生調査班は「臨時編成」さ

れたものであるが、「現在及ビ将来の顧慮」し、

「此地ニ定住」し、「衛生対策」の側面で軍事

作戦には「衛生対策ノ資料」と「科学的指導原

理」を提供するのは一貫して当班の活動の長期

的な目標の一つと言えよう。

「研究ノ必要上」、再編を経た太原臨時衛生調

査班はその内部の部門分けや班員の構成も新た

に調整して、「部門ヲ衛生学部、化学部、病理学

部及ビ細菌学部ニ分カチ」した。20 と同時に、

第一軍の作戦命令に基づいて、新たなメンバー

が入ってきた。「一軍作命丙站第四二八號」に

よって、山西省兵要衛生調査要員も当班に加入

して、協調して「互ニ緊密ナル連繋ノ許ニ調査

研究を続行」させた。21 1939年6月に、新たな

メンバーとして山西兵要調査要員、太原陸軍病

院分病室主任、陸軍軍医中尉である古賀久治が

加入し、村上賢三、木村義国、伊藤亮等3人と協

調して、太谷、南関鎮、権店方面における水質

調査を実施、関連報告を提出した。22 また、山西

兵要調査要員気賀沢杉人と中島正三も加入して

きた。前者は1939年から1940年にかけて5回

にわたって太原臨時衛生調査班の調査や研究に
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参加した。後者は3回調査研究に出た。23 因み

に、山西兵要調査要員からの新たなメンバーと

して、兵舎家屋事情や食物、飲用水の水質など

の兵要に関する衛生的状況に関心を持っている

ため、上記の古賀久治、気賀沢杉人と中島正三

が関与した太原臨時衛生調査班の調査や研究は

大体以上の分野に限られている。太原臨時衛生

調査班との協力調査のほか、山西兵要調査要員

らは山西省兵要衛生に対する関連調査本業も持

続していた。例えば、古賀久治は1939年11月

と1940年6月には、山西省における飲用水と北

西部の兵要気象および衛生地誌について調査を

実施し、調査報告を提出した。24 これは太原臨

時衛生調査班は上記の調査に関与していないた

め、当調査班の「業績集」に入っていないので

ある。

班員の構成の調整では、山西兵要調査要員ら

の加入のほか、日本学術振興会と日本金沢医科

大学からも新たに「嘱託」として人が派遣され、

支持や「研究補助」を受けた。「人類體質学的

調査研究ノ一部ニ対シテハ、日本学術振興会ヨ

リノ研究補助ヲ受け」、「化学的研究事項ニ対シ

テハ金澤医大派遣研究員、塚本、早稲田両博士

及ビ伊藤学士ノ援助ヲ受ケタリ」のである。25 

前者は「人類體質学的調査研究」では、後者は「化

学的研究事項」では調査や研究補助を提供し

た。「業績集」の記載によると、「人類體質学的

調査研究」では関連調査や研究は計9篇であり、

村上賢三、田辺源流、石崎有信、木村義国、森部

令次ら5人が関与したことが分かった。そのう

ち、関連調査や研究の主なメンバーとして、田

辺源流、石崎有信、木村義国ら3人は活躍して

おり、それぞれ調査や研究を2篇実施したほか、

村上賢三ら4人と合同で2篇の調査研究に関与

した。内容から見れば、上記の調査研究は山西

太原地方住民の生体測定研究（頭部や顔面など

の身体各部諸測度）、発育過程の生体測定、顔面

の特徴及び容貌学的観察、歯穹ノ人類学的研

究、指紋調査、体力調査と血清学的調査に至っ

ている。実は太原臨時衛生調査班成立直後の

1938年には、日本学術振興会は既に関連調査研

究に関与した。1938年2月には、石崎有信は「山

西省人口統計ニ関スル二三ノ観察」という研究

報告を提出した。同年4月、木村義国も加入し、

関口永と連携して「山西省ニ於ケル急性伝染病

ニ就テ」という調査報告を提出した。5月にな

ると、田辺源流と森部令次も調査班に入り、6月

には村上賢三は加入して調査報告を提出した。

1938年5月に森部令次による血液型についての

関連調査報告が提出されたあと、1939年に入る

と「人類體質学的調査研究」は高潮期に入り、

この一年間で関連調査研究報告は8篇にも上っ

た。ちなみに、上記の「嘱託」である石崎有信、

木村義国、田辺源流らは、「人類體質学的調査研

究」だけでなく、太原臨時衛生調査班のほかの

調査研究には広く関与したのである。彼らの調

査研究は人口生育、建築衛生学（家屋やトーチ

カの換気、暖房力、照度、便所など）、口腔学、

耳鼻喉科、化学（水質調査、硬水軟化、石鹸など）

など幅広い分野にわたっている。太原臨時衛生

調査班の調査研究活動には大きな支持や研究補

助を与えたと言えよう。

その一方、日本金沢医科大学からの「嘱託」

は調査班の「化学的研究事項」の力を強くした。

その連携は調査班のキーパーソンである村上賢

三と深い関わりがありそうである。1928年2月

9日から、村上賢三は日本官立金沢医科大学助

教授になり、肩書も陸軍軍医少尉から中尉へと

抜擢されてきた。1940年8月には、天皇勅命に

よって同大学の教授になり、衛生学学科の責任

者に当たった。26 「嘱託」として、金沢医科大学

の塚本赳夫と早稲田正澄の2人の博士と伊藤亮
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学士は当大学の衛生学学科の責任者である村上

賢三の斡旋で太原臨時衛生調査班に新たに加入

したと思われよう。「業績集」によると、上記

の3人は「化学的研究事項」では調査班に支持

を与え、その調査研究の分野は「特殊検査」、「山

西省産漢薬調査」、「水質調査測定及び硬水軟

化」、「食物ノ種類及ビ其ノ栄養価値」などに渡

っている。調査研究に関与した数と研究対象や

分野はそれぞれ違うが、表１の示した通り以下

の業績を残した。1939年2月、早稲田正澄に先

だって、塚本赳夫と伊藤亮は調査班に加入し、

「特殊検査」を実施して、同2月と3月には早

く山西省漢薬、山西省産赤酒（赤葡萄酒）、山西

省産胡麻油代用油の品質、大同産アルコール及

び山西省産支那酒の調査研究報告を4篇提出し

た。4月に入ると、早稲田正澄も加入し、109師

団軍医部部長の指示によって山西省楡次へ行っ

て、源渦鎮付近地表の白色物質について調査分

析して、そして調査報告としてその分析成績や

調査結果を提出した。3人のうち、塚本赳夫が関

与した調査研究は少なく、提出した報告は2篇

しかなかった。次いで早稲田正澄であり、調査

報告を5篇提出した。伊藤亮は一番活躍してお

り、計7篇もの調査研究報告を提出した。塚本

赳夫ら3人は太原臨時衛生調査班での調査研究

は1939年11月まで続いた。調査対象と内容か

ら見ると、前期と後期には変化が見られ、前期

は「漢薬検査」や「特殊検査」がメインである

が、同4月からだんだん濾水器性能、水質調査、

水の硬度測定、硬水軟化及び食物の種類や栄養

価に及んできた。27　

上述の通り、再編を経た太原臨時衛生調査班

は班長を変え、管理システムを刷新した。と同

時に、新たなメンバーが入り、「一同互ニ協力

シ」、「太原市内ニ散逸シ在リシ参考書類、硝子

器材、薬品等ノ蒐集ニ努メ研究室ノ充実を計レ

リ」28 と業務に取り組んで、業務の展開をだい

ぶ推進してきた。こうして、「業績集」の通り、

太原臨時衛生調査班の調査研究も1938年の16

篇から一躍して1939の33篇へと倍増してきた

のである。

報告を作成時間順に整理すると、太原臨時衛

生調査班の調査業績は次の表１の通りである。

番号 報告時間 業績名称 人　　員 所属や肩書

1 1938 年 1 月 太原城内外部隊使用井水ノ水質検査成績 橋本紋兵衛 陸軍薬剤少尉

2 1938 年 2 月 山西省人口統計ニ関スル二三ノ観察 石崎有信 陸軍軍医少尉

3 1938 年 4 月 炕ノ暖房力ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医少尉

4 1938 年 4 月 山西省ニ於ケル急性伝染病ニ就テ 関口　永
木村義国

陸軍軍医大尉
陸軍衛生部見習士官

5 1938 年 5 月 山西地方人ノ血液型調査 森部令次 陸軍軍医大尉

6 1938 年 5 月 太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的観
察（第一報） 田辺源流 陸軍軍医少尉

表１．太原臨時衛生調査班の調査業績一覧 29
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7 1938 年 6 月 山西地方ニ於ケル支那家屋ノ衛生学的考察
（其ノ一）：建築様式、構造及ビ間取ニ就テ 村上賢三 陸軍軍医少尉

8 1938 年 7 月 太原城外ノ支那兵営内空気ノ理学的状態ニ
就テ 村上賢三 陸軍軍医少尉

9 1938 年 7 月 太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的観
察（第二報） 田辺源流 陸軍軍医少尉

10 1938 年 8 月 支那家屋ノ換気ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医少尉

11 1938 年 8 月 太原市井水ノ衛生学的調査成績 橋本紋兵衛 陸軍薬剤少尉

12 1938 年 8 月 山西地方住民ノ耳鼻咽喉科疾患ノ統計的観
察 木村義国 陸軍衛生部見習士官

13 1938 年 9 月 熱性疾患患者八例ノ血液、尿ヨリ
BACTERIUM　ASIATICAM ノ証明

関口　永
藤野恒三郎

陸軍軍医大尉
陸軍衛生部見習士官

14 1938 年 10 月 太原市住民の増殖力ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医中尉

15 1938 年 11 月 太原市居住婦人ノ初潮年齢ニ就テ 田辺源流
石崎有信

陸軍軍医中尉

16 1938 年 11 月 太原市住民ノ乳児死亡率ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医少尉

17 1939 年 1 月
山西地方ニ於ケル支那家屋ノ衛生学的考察

（其ノ二）：室ノ床面積、室高、気積及ビ窓
ノ大サニ就テ

村上賢三 陸軍軍医中尉

18 1939 年 1 月
山西省太原住民ノ血清学的調査（其ノ一）：
ウィダール反應、ワイルフェリックス反應、
黴毒反應ニ就テ

関口　永
藤野恒三郎
木村義国

陸軍軍医大尉
陸軍衛生部見習士官
陸軍衛生部見習士官

19 1939 年 2 月 山西省産漢薬調査 塚本赳夫 嘱　託

20 1939 年 2 月 山西省産赤酒（葡萄酒）検査成績 塚本赳夫
伊藤　亮

嘱　託
嘱　託

21 1939 年 3 月 山西人及ビ河北人歯穹ノ人類学的研究（第
一報） 田辺源流 陸軍軍医中尉

22 1939 年 3 月 山西人及ビ河北人歯穹ノ人類学的研究（第
二報） 田辺源流 陸軍軍医中尉

23 1939 年 3 月 山西地方ニ産出スル食品ノ栄養学的調査（第
一報　「米」） 伊藤亮 嘱　　託

24 1939 年 3 月 山西省産胡麻油代用油ノ品質検査成績 塚本赳夫
伊藤　亮

嘱　　託
嘱　　託

25 1939 年 3 月 大同産アルコール及ビ山西省産支那酒ノ検
査成績 伊藤　亮 嘱　　託

26 1939 年 3 月 北支ニ於ケル厠所改善ノ一方法：特ニ「北
支改良内務省式便所」（仮称）ニ就テ

村上賢三
石崎有信

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
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27 1939 年 3 月 病理解剖記録 渡辺四郎 陸軍軍医中尉

28 1939 年 4 月 軍管理山西第八工場試作濾水器ノ性能ニ就
テ

木村義国
伊藤　亮

陸軍軍医中尉
嘱　　託

29 1939 年 4 月 源渦鎮付近地表ノ白色物質分析成績 早稲田正澄 嘱　　託

30 1939 年 4 月 【附】AZTOMETRIE 実施法 早稲田正澄 嘱　　託

31 1939 年 5 月 山西地方ニ産出スル食品ノ栄養学的調査（第
二報） 伊藤　亮 嘱　　託

32 1939 年 5 月
太原市ニ於ケル井水ノ硬度ニ就テ　特ニ一
時硬度ト永久硬度並ニ硬度トクロールノ含
量ニ就テ

村上賢三
田辺源流

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉

33 1939 年 6 月
太谷、南関鎮、権店方面ニ於ケル水質調査
報告　【附】同方面ニ於ケル兵要衛生地誌（給
水状況）

村上賢三
木村義国
伊藤　亮
古賀久治

陸軍軍医中尉
陸軍軍医少尉
嘱　　託
山西省兵要卫生调查
要员、陸軍軍医中尉

34 1939 年 8 月 太原市住民ノ体力ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医中尉

35 1939 年 8 月
太原市住民ノ生体測定学的研究（其ノ一）：
頭部、顔面ヲ除ク身体各部ニ関スル測度ニ
就テ

村上賢三
田辺源流
石崎有信
木村義国

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医少尉

36 1939 年 9 月 支那家屋内空気ノ理学的状態ノ研究 田辺源流 陸軍軍医中尉

37 1939 年 10 月 太原市住民ノ生体測定学的研究（其ノ二）：
頭部及ビ顔面ノ諸測度ニ就テ 木村義国 陸軍軍医少尉

38 1939 年 10 月 太原城外汾河橋梁附近ニ於ケル新旧「トー
チカ」ノ衛生学的研究

村上賢三
田辺源流
石崎有信
木村義国

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医少尉

39 1939 年 10 月 山西地方ニ於ケル支那家屋ノ保温保湿力ニ
関スル研究（第一報　冬季篇）

村上賢三
気賀沢杉人

陸軍軍医中尉
山西省兵要卫生调查
要员、陸軍軍医中尉

40 1939 年 11 月 山西人及ビ河北人ノ顔面ノ特徴ニ就テ（人
類学的並ニ容貌学的観察） 木村義国 陸軍軍医少尉

41 1939 年 11 月 太原市住民ノ指紋ニ就テ 石崎有信 陸軍軍医中尉

42 1939 年 11 月 太原市ニ於ケル硬水用洗濯石鹼ノ検査成績 石崎有信 陸軍軍医中尉

43 1939 年 11 月
報告予定

山西地方ニ於ケル支那家屋ノ保温保湿力ニ
関スル研究（第二報　春秋季篇）

村上賢三
気賀沢杉人

陸軍軍医中尉
山西省兵要衛生要
員、陸軍軍医中尉

44 1939 年 11 月
報告予定

山西地方ニ於ケル支那家屋ノ保温保湿力ニ
関スル研究（第三報　夏季篇）

村上賢三
気賀沢杉人

陸軍軍医中尉
山西省兵要卫生调查
要员、陸軍軍医中尉
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45 1939 年 11 月
報告予定 支那家屋内ノ照度ニ就テ 村上賢三

田辺源流
陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉

46 1939 年 11 月
報告予定 水ノ硬度測定方法ノ比較研究

村上賢三
田辺源流
早稲田正澄

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
嘱　　託

47 1939 年 11 月
報告予定 硬水軟化ニ関スル研究

村上賢三
田辺源流
早稲田正澄
大島英男

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
嘱　　託
北支那防疫部太原支
部、陸軍薬剤少佐

48 1939 年 11 月
報告予定

太原市ニ於ケル支那人ノ食物ノ種類ト其ノ
栄養価ニ就テ（其ノ一）：下級生活者ノ主食
物、副食物及ビ間食ニ就テ

村上賢三
中島正三

陸軍軍医中尉
山西省兵要衛生要
員、陸軍軍医中尉

49 1939 年 11 月
報告予定

発育過程ニ於ケル太原市住民ノ生体測定学
的研究

村上賢三
田辺源流
石崎有信
木村義国

陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉
陸軍軍医中尉

50 1940 年 6 月 山西省二於ケル食品ノ研究（第三報）：　下
級労働者ノ主ナル食品ニ就テ

三宅惣八郎

中島正三

太原臨時衛生調査班
班長、陸軍軍医中佐；
陸軍軍医中尉

51 1940 年 9 月 山西省二於ケル食品ノ研究（第四報）：現地
販売鶏卵ノ新鮮度ニ就テ

三宅惣八郎

中島正三

太原臨時衛生調査班
班長、陸軍軍医中佐；
陸軍軍医中尉

52 1940 年 10 月 作戦後ニ於ケル兵員尿中「ビタミン」C 量
並ニ体力消耗ノ状況ニ就テ 中島正三 陸軍軍医中尉

53 1940 年 11 月 洞窟兵舎使用ノ注意事項 気賀沢杉人 陸軍軍医中尉

54 1940 年 11 月 潞安附近特殊家屋ニ於ケル衛生学的調査 気賀沢杉人 陸軍軍医中尉

出所：関連資料より筆者作成
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当調査班班員の努力で業務展開が順調にな

り、「班長三宅中佐ノ下ニ班員一同常ニ創設者

ノ卓見ヲ思フト共ニ當班任務ノ重大ナルヲ自覚

シ、和衷協同其ノ任務ノ達成ニ邁進シツツア

リ。」30である。が、1939年末になると、太原臨

時衛生調査班の業務は難しくなってきた。11月

の当班の業績を振り返ると、村上賢三は「太原

臨時衛生調査班ハ作戦ノ唯中ニ創設セラレ研究

資材ノ整備全カラズ」、さらに「途中機構ノ改

変並ニ頻回ナル人事の異動アリテ」、また「作

戦毎ニ将校、下士官、兵ノ異動頻回ニ行ハレ業

務ノ遂行上支障ヲ来ス事屡々ナリシ」であるた

め，現状は「難行ヲ続ケツツアル」羽目になっ

たと指摘した。31　まして、キーパーソンである

村上賢三の離脱は当班の業務展開をさらに悪化

させた。1940年8月には、村上賢三は日本官立

金沢医科大学に復帰し、天皇勅命で同大学の教

授となり、衛生学学科の責任者に当たった。そ

して、翌月になると、「在籍多年、成績優良」と

し、当時の関東軍参謀総長飯村穰から誘われ、

日本文部省の許可を得たうえで、偽満洲国哈爾

賓医科大学の教授へと転任した。32

方面軍軍医部部長平野と第一軍軍医部部長木

村の指示に基づき、太原臨時衛生調査班はその

調査研究業績をまとめ、そして、未提出の調査

研究報告を早く整理し提出するようという指示

が出された。表１のように、「11月に報告予定」

の調査や研究は7篇もあるのが分かる。1939年

11月には、第一軍軍医部は、1938年1月から

1939年11月までの太原臨時衛生調査班に提出

された四十数篇もの調査研究報告をまとめてそ

の結論の部分だけを抄録し、「太原臨時衛生調

査班業績集」と題して、一冊と整理した。同12

月、第一軍軍医部部長木村の指示に基づき、「山

西地方ノ衛生対策ノ参考資料」として、その「業

績集」は各部に配付された。33　北支方面軍軍

医部と第一軍軍医部のこの一連の指示を見る

と、太原臨時衛生調査班の余命僅かになってい

くかと垣間見られよう。

表１のように、1940年に入ると、太原臨時衛

生調査班の調査や研究は大幅減少し、4篇しか

見えなかった。当時の班長として三宅惣八郎中

佐 本 人 も 関 与 し た 調 査 研 究 が 見 ら れ る。34　

1940年9月20日から10月31日まで、太原臨時

衛生調査班班員、山西兵要衛生調査要員、陸軍

軍医中尉である気賀沢杉人らが第一軍に山西省

長治夏店鎮地方へ派遣され、洞窟兵舎の衛生的

調査を実施した。そして、11月10日に第一軍軍

医部には「潞安附近特殊家屋ニ於ケル衛生学的

調査」と「洞窟兵舎使用上ノ注意事項」という

調査研究報告を2篇提出した。これも太原臨時

衛生調査班の最後の調査報告なのである。同年

12月22日に、井関部隊軍医部長石井正己が上

記の気賀沢杉人の2篇の調査報告を参考資料と

して近藤部隊の医官宛てに配付した。35　これ

が最後で、太原臨時衛生調査班は歴史から影を

隠し、档案史料から姿が消えるようになった。

太原臨時衛生調査班の活動業績のまとめであ

る「業績集」では、村上賢三は「約二ヶ年間ニ

調査研究ヲ遂ゲ上司ニ報告書ヲ提出セルモノ

四十数篇ニ及ベリ。而レドモ我等浅学菲才未ダ

所期ノ目的ニ副ハザル所多キヲ懼ル。」36と述べ

た。上記の村上報告37の記載の「四十数篇」の

ほか、また当班による調査報告も何篇も見られ

る。

上記のように、太原臨時衛生調査班は約3年

に渡って、山西地方において衛生学的調査研究

を実施、計53篇もの調査研究報告を提出したの

である。

Ⅲ．太原臨時衛生調査班の調査や研究活動
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1939年11月にまとめられた「村上報告」では、

1938年から1939年までの約2年間の太原臨時

衛生調査班による調査研究活動を全面的に回顧

し、その調査研究報告の結論の部分だけを抄録

して一冊にまとめた。それを通じ、その調査研

究活動の粗筋が見える。一方、2022年6月に「張

蔵報告」の発見によって、その調査研究活動の

更なる詳しい経緯が見られるようになってき

た。また、日本国立公文館アジア歴史史料セン

ター所蔵の関連史料を利用して、村上報告の

1939年11月以降の太原臨時衛生調査班の活動

が明らかになった。

１．村上報告とその主な内容

村上報告は方面軍第一軍軍医部部長平野と第

一軍軍医部部長木村の指示に基づき、1939年11

月に第一軍軍医部によって作成されたものであ

り、その内容は1938年1月から1939年11月ま

での約2年間の当調査班の調査研究活動に触

れ、「四十数篇」の調査報告を提出したとした。

太原臨時衛生調査班のキーパーソンである村上

賢三に頼んで「序」を書いた。そして、第一軍

軍医部部長木村の指示に基づき、「山西地方ノ

衛生対策ノ参考資料」として、その「業績の結

論」を抄録して一冊にまとめて各部に配付され

た。38

内容から見ると、村上報告は次のように実地

調査研究と衛生事業に関する法的資料の蒐集調

査の二種類に大別される。前者としては、太原

臨時衛生調査班は約2年間で計49篇の調査研究

報告を提出した。その内容は「住居ニ関スル調

査研究」、「食物及ビ飲料水ニ関スル調査研究」、

「人類体質学的調査研究」、「人口増殖ニ関スル

調査研究」、「各種疾病ニ関スル調査研究」、「漢

薬ニ関スル調査研究」、「特殊検査成績」と七種

類に及んだ。

具体的に見ると、「一、住居ニ関スル調査研

究」では12篇の調査研究があり、それぞれ「山

西地方ニ於ケル支那家屋ノ衛生学的考察（其ノ

一）：建築様式、構造及ビ間取ニ就テ」、「山西地

方ニ於ケル支那家屋ノ衛生学的考察（其ノ二）：

室ノ床面積、室高、気積及ビ窓ノ大サニ就テ」、

「支那家屋ノ換気ニ就テ」「山西地方ニ於ケル

支那家屋ノ保温保湿力ニ関スル研究（第一報　

冬季篇）」、「支那家屋内空気ノ理学的状態ノ研

究」、「炕ノ暖房力ニ就テ」、「支那家屋内ノ照度

ニ就テ」、「北支ニ於ケル厠所改善ノ一方法：特

ニ「北支改良内務省式便所」（仮称）ニ就テ」、

「太原城外ノ支那兵営内空気ノ理学的状態ニ就

テ」、「太原城外汾河橋梁附近ニ於ケル新旧「ト

ーチカ」ノ衛生学的研究」、「山西地方ニ於ケル

支那家屋ノ保温保湿力ニ関スル研究（第二報　

春秋季篇）」、「山西地方ニ於ケル支那家屋ノ保

温保湿力ニ関スル研究（第三報　夏季篇）」で

ある。

「二、食物及ビ飲料水ニ関スル調査研究」で

は11篇の調査研究があり、それぞれ「山西地方

ニ 産 出 ス ル 食 品 ノ 栄 養 学 的 調 査（ 第 一 報

「米」）」、「山西地方ニ産出スル食品ノ栄養学的

調査（第二報）」、「太原城内外部隊使用井水ノ

水質検査成績」、「太原市井水ノ衛生学的調査成

績」、「太原市ニ於ケル井水ノ硬度ニ就テ　特ニ

一時硬度ト永久硬度並ニ硬度トクロールノ含量

ニ就テ」、「太谷、南関鎮、権店方面ニ於ケル水

質調査報告　【附】同方面ニ於ケル兵要衛生地

誌（給水状況）」、「軍管理山西第八工場試作濾

水器ノ性能ニ就テ」、「水ノ硬度測定方法ノ比較

研究」、「硬水軟化ニ関スル研究」、「太原市ニ於

ケル支那人ノ食物ノ種類ト其ノ栄養価ニ就テ

（其ノ一）：下級生活者ノ主食物、副食物及ビ

間食ニ就テ」、「【附】AZTOMETRIE 実施法」

である。
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「三、人類体質学的調査研究」では9篇の調査

研究があり、それぞれ「太原市住民ノ生体測定

学的研究（其ノ一）：頭部、顔面ヲ除ク身体各

部ニ関スル測度ニ就テ」、「太原市住民ノ生体測

定学的研究（其ノ二）：頭部及ビ顔面ノ諸測度

ニ就テ」、「発育過程ニ於ケル太原市住民ノ生体

測定学的研究」、「山西人及ビ河北人ノ顔面ノ特

徴ニ就テ（人類学的並ニ容貌学的観察）」、「太

原市住民ノ体力ニ就テ」、「山西人及ビ河北人歯

穹ノ人類学的研究（第一報）」、「山西人及ビ河

北人歯穹ノ人類学的研究（第二報）」、「太原市

住民ノ指紋ニ就テ」、「山西地方人ノ血液型調

査」である。

「四、人口増殖ニ関スル調査研究」では4篇の

調査研究があり、それぞれ「山西省人口統計ニ

関スル二三ノ観察」、「太原市住民の増殖力ニ就

テ」、「太原市居住婦人ノ初潮年齢ニ就テ」、「太

原市住民ノ乳児死亡率ニ就テ」である。

「五、各種疾病ニ関スル調査研究」では7篇の

調査研究があり、それぞれ「太原地方住民ノ口

腔及ビ歯牙ノ衛生学的観察（第一報）」、「太原

地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的観察（第二

報）」、「山西省ニ於ケル急性伝染病ニ就テ」、「熱

性疾患患者八例ノ血液、尿ヨリ BACTERIUM　

ASIATICAM ノ証明」、「山西省太原住民ノ血

清学的調査（其ノ一）：ウィダール反應、ワイ

ルフェリックス反應、黴毒反應ニ就テ」、「山西

地方住民ノ耳鼻咽喉科疾患ノ統計的観察」、「病

理解剖記録」である。

「六、漢薬ニ関スル調査研究」では1篇の調査

研究があり、「山西省産漢薬調査」である。

「七、特殊検査成績」では5篇の調査研究があ

り、それぞれ「山西省産赤酒（葡萄酒）検査成

績」、「山西省産胡麻油代用油ノ品質検査成績」、

「大同産アルコール及ビ山西省産支那酒ノ検査

成績」、「太原市ニ於ケル硬水用洗濯石鹼ノ検査

成績」、「源渦鎮付近地表ノ白色物質分析成績」

である。

実地調査のほか、太原臨時衛生調査班は盧溝

橋事変前後の山西省の衛生事業面の関連法案に

ついても調査した。その内容は、山西省及び省

庁所在地太原市の屠殺牛乳畜肉営業，伝染病予

防及び一般公共衛生事業、薬剤師薬種商、麻薬

及び製薬などの事業、旅館、飲食店、理髪店、浴

場、娯楽場などのサービス業、医師、歯科医、助

産婦などの医療事業、妓女検診などについての

計六種類45本もの法規や辨法に及んでいる。39

上記の調査研究の目的は明らかであり、「現

在及ビ将来ノ衛生対策ノ資料タラシムルニ」あ

り、「科学的指導原理ヲ輿ヘントスルニ」あり、

その内容は多種多様である同時に、明確な問題

意識があると言えよう。調査班の調査研究の方

針と任務は一貫して明確であり、後期にはいっ

たん調整を経へたが、「今次作戦ニ直接必要ナ

ル緊急問題ヲ第一トナス」とするが、「山西地

方ニ於ケル衣、食、住、業等ノ衛生学的事項ノ

調査研究」特に日本人生活上欠かせない「住」

「食」及び「急性伝染病」などの問題やその対

策については調査班の注目点であり、関連調査

や研究には大きな努力を重ねられてきた。村上

報告の作成後の1940年に実施された4篇調査研

究もまたも「食」と「住居」についてのもので

ある。調査対象としては、中国側だけでなく、

日本側の事情も考慮に入れられた。「将来ニ於

ケル北支ノ衛生開発を顧慮」し、「今後我々ト

一層交渉深キ支那人」であるため、「我同胞ガ

此地ニ定住スルニ必要ナル凡ユル健康問題」と

して、中国人の健康調査も調査研究の対象に入

れたわけである。

村上報告の結論の部分を要約すると、以下の

通りである。

（一）「住居ニ関スル調査研究」では、主に日
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本軍常住の兵舎及び兵舎扱い可能な山西省地元

の中国人住民の家屋の建築様式や構造、そして

仮設住居の新旧トーチカや便所等に集中してお

り、その内容は家屋の換気や照度、春夏秋冬四

季の家屋室内の気温、気湿や湿度、冬季炕の暖

房力及び便所の使用などに至っている。調査研

究を通じ、日本人が「快適」な、「健康生活に適

当ナル」環境作りをさせるため、太原臨時衛生

調査班は住居環境について次のように一連の

「衛生対策」と「化学的指導」を提出した。例

えば、「換気ト採光ヲ良好ナラシムル様」、窓の

増設あるいは窓のサイズを多くしたり、家屋の

構造を改善したりするのが必要である。「良好

ナル暖房装置」である炕の利用に「慣ルルヲ要」

して、その構造を改善してまた「補助的暖房装

置」を増設すれば「快適ナル温度ヲ得」ること

ができる。太原地元附近では、トイレの「冬季

の凍結ヲ防グ」ため、便所の構造の改善に成功

して、「冬期外気ノ気温最低零下二十一度ニ下

リタル時モ氷結スルコトナク良好ナル結果ヲ示

シオレリ」とした。40

（二）「食物及ビ飲料水ニ関スル調査研究」で

は、山西省出産の食物の種類と栄養学的調査、

太原附近の飲用水及び「特殊検査」と呼ばれる

山西省出産の赤酒（赤葡萄酒）と白酒と胡麻油

代用油などについてのものはメインである。食

物や飲用水だけでなく、酒類や油類のモノにも

触れた。食物不足や「現地自活」の対策として、

国内からの搬送が難しくなる日本人常食の

「米」だけでなく、「代用食品トシテ或ハ種々

ナル加工食品ノ原料トシテ重要ナル」として、

粟・麦類・コウリャン・トウモロコシ、豆類な

どについても調査された。41　また「水質甚ダ

シク不良ニテ飲料水判定標準ニ照シ其ノ儘ニテ

飲料ニ適スルモノハ一個モナキ状態ナリ」とし

て、太原市井水の水質について検査や衛生学調

査が実施された。42　井水の高硬度のため、飲用

水として「煮沸ヲ厳守セシムルヲ要」して、ま

た工業用水の面でも「硬水軟化」は「太原市ノ

現状ヨリ見ル時ハ殊ニ工業的方面ニ於テ緊急ノ

問題」として、井水の硬度についても調査した。43 

調査研究を通じ、「衛生対策」や「化学的指導」

としては、次のように提案した。「将来井水ガ

地上ヨリノ汚水及ビ汚物ノ為ニ汚染セラレザル

様」、「汚物及ビ下水ノ處置ヲ完全ニスルコト」

と共に「井戸ノ構造ト汲上方法ヲ改善スル事ハ

焦眉の急」である。更に「将来ハ全市ノ下水道

ヲ完備スル」と共に、「適当ナル水源ヲ求メ上

水道ヲ全市ニ敷設スル事は極メテ必要ナリ」と

指摘した。44　硬水の測定と軟化問題につい

て、「簡単正確ニ測定シ得」る BLACHEB 氏法

という測定法を得て、「硬水軟化」の方法も提

出した。この方法ニテ「硬度四乃至五度ニ低下

セシムル事ハ容易ナルモ百度前後ノ水ニ於テハ

二十度以下ニ低下セシムル事ハ困難ナルガ如

シ」として、「軟化セシメタル水」は「飲用可

能ナル」と指摘した。工業用水の面では、軍管

理山西第八工場試作濾水器ノ性能について調査

研究は実施された。45

（三）「人類体質学的調査研究」では、日本、

朝鮮、河北、河南、大連出身の人々と対照研究

し、人類体質学の視点から山西人の体型、発育

過程の特徴、顔面の特徴、体力及び歯穹、指紋、

血液型などについて調査したものである。調査

研究を通じ、太原臨時衛生調査班は次のような

調査結果や人類体質学特徴を得た。日本人に比

して、「山西人ハ細長キ民族」であり、「栄養状

態ハ不良」であり、「上半身ノ発育ハ比較的弱

キ民族」であるため、「労働力ヲ涵養スル為ニ

食糧問題ヲ解決シ、栄養状態ヲ可良ナラシムル

ヲ第一ノ要点ナリ」と信じた。「山西人ハ頭長

小ニシテ、頭幅大」「山西人ノ顔ハ比較的面長
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ナリ」「太原市ノ方日本人ニ比シテ鼻根高キモ

ノ多き」「肺活量、握力及ビ背筋力ノ測定ヲ行

ヒタルニ、三者共ニ日本人ニ比シ劣レリ。特ニ

背筋力ニ於テ著シキ差ヲ示セリ」「山西人ハ河

北人ニ比シ異常咬合多シ」「指紋ハ山西人ト河

北人ハ殆ド差ナシ」「血液型 B 型ノ出現頻度大

ナリ」である。46

（四）「人口増殖ニ関スル調査研究」では、山

西省の人口（人口統計と乳幼児の死亡率）と太

原市住民の増殖力についてのものが見られる。

調査研究を通じ、太原臨時衛生調査班は次の通

り結論を得た。「従来太原市及ビ山西省ニ於テ

行ハレアリシ人口統計ハ比較的完全ナルモノナ

ルベキモ尚極メテ不正確ナリ」「大体ニ於テ太

原市ノ乳児死亡率ハ一六％前後ナリト推算セ

リ」「太原市ニ居住セル婦人ノ平均初潮年齢ハ

約十五年二ヵ月ナリ」「増殖力ハ日本人ニ比シ

テ甚だ弱シ」「日本民族ニ比シテ漢民族の増殖

生活ハ決シテ健康ニ非ズソノ増殖力ハ退化シア

リト結論を得ベシ」である。47

（五）「各種疾病ニ関スル調査研究」では、山

西省における急性伝染病、住民の血清学調査、

口腔及び歯牙の衛生学観察及び耳鼻咽喉科疾患

の統計的観察などが見られる。また、1939年3

月の5例の「病理解剖記録」も収録された。調

査研究を通じ、太原臨時衛生調査班は次の通り

結論を得た。「山西省内ノ伝染病ニ関スル調査

ハ信用アル日本医師ノ山西省内進出ニヨリテ始

メテ達成セラルベキモノ」であり、「山西省ノ

地理的位置ト住民ノ素質風習トハ當地方ノ防疫

問題ニ対スル関心を最高度ニ要求スルモノニシ

テ、山西省伝染病ニ関スル調査研究ハ爾今最大

の努力ヲ傾倒セラルベキモノナリ」と提案し

た。血清的調査では「太原住民ノ示ス×19ニ

対スル凝集価ハ健康日本兵員ノ其レニ比シ高度

ナルコトヲ認ム」。耳鼻咽喉科では「耳ノ疾患

中、耵聍栓塞ハ日本人ニ比シ遥ニ高率ナリ」で

あり、「鼻ノ疾患中慢性肥厚性鼻炎ハ極メテ少

シ之ニ反シ慢性削痩性（萎縮性）鼻炎ハ極メテ

多数ナリ」であり、「咽喉ノ疾患中口蓋扁桃腺

肥大症ハ甚ダ少数」である。「龋歯発生ノ少キ」

であり、その主な理由は「飲食物中ニビタミン

Ｃ及ビカルシュームノ含量多キ野菜及ビ果物ヲ

多ク摂取スル事ト硬度高キ飲料水ヲ常用スル事

及ビ糖分摂取ノ甚ダ少きコトニ基因スルモノナ

ラン」と指摘した。48

（六）「漢薬ニ関スル調査研究」では、当班に

押収された数多くの漢薬標本より特に重要と考

えられる麻黄、大黄、甘草、杏仁、黄薯、大棗、

石榴皮、柴胡、遠志、黄芩、台麝香、桔梗につい

て調査されたが、その調査結果や結論は村上報

告では見当たらない。49

太原臨時衛生調査班の活動は太原やその附近

にとどまらず、後期には山西省北部、中部や東

南部に派遣され、水質や洞窟兵舎について衛生

的調査を実施した。50

上述の通り、村上報告は1938年1月から1939

年11月までの約2年間の調査研究に触れてお

り、計49篇の調査研究報告と45篇の衛生的法

規資料が収録された。そのうち、陸軍軍医中尉

田辺源流の「太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛

生学的観察（第一報）」（1938年5月）と塚本赳

夫の「山西省産漢薬調査」（ 1939年2月）では

結論などの内容は見当たらなくて、村上賢三と

気賀沢杉人の「山西地方ニ於ケル支那家屋ノ保

温保湿力ニ関スル研究（第二報　春秋季篇）」

（ 1939年11月報告予定）ではデータや図表の

内容が見られる。ほかの調査研究は、村上報告

ではその結論だけ抄録された。また、山西省衛

生法規調査の面では、目次や法規の名前だけ記

載してあるが、内容や中身は見当たらない。

つまり、村上報告によって、太原臨時衛生調
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査班及びその調査研究活動の粗筋が見られる。

調査過程やデータ資料などより具体的で細部の

ところは史料発掘によって更なる具体化が必要

であろう。すると、以下の通り、2022年6月「張

蔵報告」の浮上によって、ある程度村上報告で

の細部のところや史実は明らかにされてきた。

２．張蔵報告の浮上とその価値

2022年6月には石家荘市民張志斌氏が史料蒐

集調査の中、偶然に太原臨時衛生調査班に関す

る日本語調査研究史料を13冊蒐集した。太原

市地元の新聞メディア《太原晩報》の報道によ

って、社会や学界からも注目されるようになっ

てきた。51

新たに浮上した張蔵報告はすべて日本語で手

書きのままで、太原臨時衛生調査班の研究の一

次的資料として、太原臨時衛生調査班の存在と

その調査活動の信憑性を物語った。この報告は

上述の太原臨時衛生調査班業績集（山西地方二

於ケル衛生対策参考資料）いわゆる「村上報告」

と対照研究できて、お互いに内容上確認し合う

ことができよう。それを通じ、太原臨時衛生調

査班とその活動の実態を明らかにするのも可能

になろう。

調査研究の「結論」だけの抄録である村上報

告と比して、張蔵報告はより詳しく、調査活動

の背景、過程、データ資料、結論そして参考文

献などの情報が見られる。また、そのうち、村

上報告の中で結論内容抜きである陸軍軍医中尉

田辺源流の「太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛

生学的観察（第一報）」（1938年5月）も入って

いる。この一次的調査報告資料は現存する唯一

のものと見られ、高い史料価値と文物的価値が

あると言えよう。

49篇もの調査報告がある村上報告と比べて、

資料の数からみると、張蔵報告は13冊しかな

い。しかし、それはより詳しくより細部のとこ

ろに富んだ一次的史料であるため、太原臨時衛

生調査班とその活動の実態の研究でも重要な史

料であり、史料自体価値も高い文物的価値もあ

ると言えよう。

内容から見ると、村上報告の一部であり、よ

り具体化した13冊の調査報告である。内容の

対照確認を通じ、張蔵報告の中の炕、兵舎の空

気と太原城外の新旧トーチカの衛生学調査とい

う3冊はそれぞれ村上報告の実地調査の「一、

住居ニ関スル調査研究」の第7、9と10篇目の

ものに当たる。食物の栄養学的調査2冊と硬水

軟化研究は村上報告の「食物及ビ飲料水ニ関ス

ル調査研究」の第1、2と9篇目のものに当たる。

太原市住民の頭部や顔面などの生体測定学調査

研究、体力調査と指紋調査の3冊の報告は村上

報告の「三、人類体質学的調査研究」の2、5と

8篇目の内容に当たる。太原市住民の増殖力に

ついての調査は村上報告の「四、人口増殖ニ関

スル調査研究」の2篇目の調査と合っている。

太原地方住民の口腔及び歯牙の衛生学的調査2

篇と山西省急性伝染病の調査はそれぞれ村上報

告の「五、各種疾病ニ関スル調査研究」の1-3

篇の内容と合っている。結論部分の内容から見

ると、張蔵報告は村上報告と完全に一致してい

るのが分かる。

村上報告は太原臨時衛生調査班に関する研究

の骨太や土台を築き、より詳しい張蔵報告はそ

の肉付けをしてくれると言えよう。張蔵報告を

通じ、太原臨時衛生調査班の詳しい経緯が見ら

れる。たとえば、石崎有信は1938年2月の「太

原市住民の増殖力ニ就テ」では、その「緒言」

で増殖力調査の目的は「漢民族ノ増殖力ノ本態

ヲ捉ルハ民族衛生学上ノ急務ナリト考ヘ今回ノ

調査ヲ企図セルモノナリ」と言及し、その理由

としては「高度ノ文化ヲ持チ豊カナル富力ヲ保
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チ強大ナル武力ヲ誇ルトモ生物学的基礎タル増

殖力ニ乏シキ民族ノ繁栄ハ一朝ノ夢ニ過ギザル

ベシ」と指摘した。52　また、伊藤亮は「山西地

方ニ産出スル食品ノ栄養学的調査（第一報

「米」）」（ 1939年3月）では、その「緒言」で

米を調査対象にする理由に言及し、「吾人ハ米

ヲ常食トス」「米ノ問題ハ吾人ニトリテ重大ナ

ル意義ヲ有ス」、そして「大陸開発政策ノ基本

ハ大陸資源ノ活用ニ有リ」、「内地米ハ輸送ニ多

大ノ困難ヲ伴ヒ」と書いてある。53　これらの

具体的で詳しい内容は村上報告には記載されて

いないのである。

内容確認のほか、村上報告その一部の記載内

容の訂正も必要であると分かる。村上報告の記

載によると、村上賢三らの「硬水軟化研究」は

「 1939年11月報告予定」とあるが、張蔵報告

では実は報告時間はだいぶ遅れて1940年1月に

報告したことが分かった。54　また、村上報告で

は「 1939年11月報告予定」の村上賢三と中島

正三の「太原市ニ於ケル支那人ノ食物ノ種類ト

其ノ栄養価ニ就テ（其ノ一）：下級生活者ノ主

食物、副食物及ビ間食ニ就テ」は1940年6月に

なると、太原臨時衛生調査班班長三宅惣八郎と

中島正三の名義で「山西省二於ケル食品ノ研究

（第三報）　下級労働者ノ主ナル食品ニ就テ」

と題して報告したわけである。55

表１のように、1940年には、太原臨時衛生調

査班は引き続き5回に渡って調査研究を実施し

た。これらはまた前述の村上報告の調査方針と

任務に沿って、日本人の山西省に「定住」する

とき最も重要な「飲食」と「居住環境」をめぐ

って実施したわけである。前者は山西地方の「下

級労働者ノ主ナル食品」と「現地販売鶏卵ノ新

鮮度」についてであるが、後者は「潞安附近特

種家屋」つまり「洞窟兵舎」への衛生学的調査

である。56　1940年11月10日には太原臨時衛生

調査班班員気賀沢杉人が最後の調査研究報告を

提出した。その以降太原臨時衛生調査班は史料

や資料から姿を消すようになった。

終わりに

上述の通り、軍事作戦に協調し、「現在及ビ将

来ノ衛生対策ノ資料」や「科学的指導原理ヲ輿

ヘント」して、「山西地方ニ於ケル衣、食、住、

業等ノ衛生学的事項ノ調査研究ヲ」遂げるた

め、太原陥落直後に太原臨時衛生調査班が編成

された。第三野戦防疫部隊太原分遣隊、石家荘

特別疾患収容班などの日本軍側のほか、当調査

班は日本学術振興会と金沢医科大学からの支持

を得た。その班員の多くは大学以上の学歴や教

育歴があり、衛生学、人類体質学や化学などの

専門的な知識を有する陸軍軍医ばかりである。

成立して以来、1937年12月27日から1940年

11月10日まで、太原臨時衛生調査班は約3年に

わたって、山西地方太原市及びその周辺地域に

対して組織的な衛生学的調査研究を実施してき

た。日本同仁会の調査57と比べれると、当調査

班の調査目的はより明確、より広域的であり、

調査種類も豊富であると同時に明確な問題意識

が見られる。山西省地方特にその省庁所在地太

原附近の地域を絞って、居住環境、食物と飲用

水、人類体質学、人口増殖力、各種の疾患、漢薬、

物産などについて調査研究を行ってきた。三年

近くの調査研究を通じ、当調査班は第一軍軍医

部に計54篇の調査研究報告と計45篇の山西省

地方の衛生的事業に関する法規資料を提出し

た。字面を見ると、名前には「太原」という文

字があるが、太原臨時衛生調査班の調査研究範

囲は「太原」とその付近にとどまらず、第一軍

の派遣次第で、山西省の北部、中部および東南

部へ行って調査したことがある。
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これらの一連の調査は重要な価値がある。当

時日本軍による侵略の中、山西省は戦争で大き

な損失を被り、激動な時代に直面している。ま

た、戦争期には、閻錫山政府の南下につれて、

山西省や太原附近地域の衣、食、住、業、疾病、

人口増殖、漢薬、物産などについての衛生学的

調査に取り組む余裕がなくなってきた。太原臨

時衛生調査班の専門知識豊かな班員らによる調

査や研究は、客観的に日本軍占領時の山西省の

衛生学的実態を理解するために外部の「他者」

からの資料を提供した。この豊富な、詳しい史

料と資料は日中戦争の歴史及び1930-40年代の

日本軍占領下の山西地方社会の歴史や実態の研

究のためにも資料的なサポートと参考を提供し

たと言えよう。

従来、戦時日本の対中調査研究では、東北や

モンゴル地方の高原寒冷地域、上海や台湾など

の東部東南地方の亜熱帯地域および河北などの

平原温帯半乾燥地域についてのものが多いよう

である。それらと違って、太原臨時衛生調査班

及びその活動は中国内陸部黄土高原乾燥地帯の

調査研究のケーススタディを新たに提供してく

れたと言えよう。また、戦争歴史研究には新た

な「衛生学」の視点も与え、従来の軍事作戦以

外の研究分野を多様化することができよう。史

料の新たな発掘につれて、太原臨時衛生調査班

に関する研究は更なる展開を迎えられよう。資

料不足のため、太原臨時衛生調査班やその活動

に関してはまだ不明なところがあり、それらを

今後の課題として引き続き頑張っていきたいと

思う。

  注

1 代表的な著書は以下の通りである。原覚天『現
代アジア研究成立史論―満鉄調査部・東亜研究所・

IPR の研究』、勁草書房、1984年；小島晋治、大里浩
秋、並木頼寿編著『20世紀の中国研究』、研文出版、
2001年；辛島理人『帝国日本のアジア研究総力戦
体制・経済リアリズム・民主社会主義』、明石書店、
2015年；三好章編『アジアを見る眼　東亜同文書
院の中国研究』、あるむ、2018年。

2 既に整理出版された代表的な資料としては、中国
第二歴史档案館編の《日本対華調査档案資料選
編》、《日本対華調査档案資料続編》( 中国社会科学
文献出版社、2020年 ) と《近代日本対華調査档案資
料叢刊》（邵漢民等編著，中国国家図書館出版社、
2019、2020年）などが挙げられる。中国社会科学院、
中国国家档案局と国家図書館は共同主催で、近代史
研究所による共催の「抗日戦争与近代中日関係文
献データベース」は、文献資料の電子化・デジタル
化に対して多大な努力や取り扱いを重ねてきた。
そのため、関連研究には大きな便宜を与えてくれた
のである。

3 管見のところ、日中戦争期の日本側の関連衛生医
療研究では日本同仁会を対象にするのがメインで
ある。同仁会は戦時日本の対中医療衛生政策につ
ながっているとされた組織である。同仁会及びそ
の活動についての研究は次の通りである。丁蕾は
同仁会の編成背景、人事と運営、主な活動と日本の
対中政策への影響などについて検討した。飯島渉
は日本外務省の関連档案史料を利用して、同仁会に
よる占領区におけるマラリア調査を対象に検討
し、同会は戦時日本の対中医療衛生政策に直接関連
があると指摘した。福田由紀は戦時同時会防疫班
が上海防疫委員会に関与した史実に触れた。末永
恵子は戦前と戦時の同仁会の対中医療支援活動に
ついての比較研究を通じ、その支援活動やその性質
が変わったとした。中西裕は翻訳家延原謙の同仁
会医療班の中国派遣の事情の検討を通じ、その医療
診療活動にも触れた。王萌と張慧卿は戦時占領区
域内における同仁会の衛生防疫活動ついても検討
した。以上の研究の中では、王萌の研究だけが同仁
会による「大陸医学」の名義で日本占領区域内の
流行病、開封地方地元の風土人情などの調査に一応
触れた。以下の文献をご参照。飯島渉『マラリア
と帝国———植民地医学と東アジアの広域秩序』，
東京：東京大学出版会，2005 年；福士由紀『近代
上海と公衆衛生———防疫の都市社会史』，東京：
御茶の水書房、2010 年；丁蕾《日本近代医療団体
同仁会》，《中華医史雑誌》2004 年第2号；末永恵子
「日中戦争期における対中国医療支援事業の変容
———同仁会の医療支援について」，《宮城歴史科学
研究》、2011 年第 68、69合併号；中西裕「延原謙と
同仁会医療班中国派遣」，『学苑・文化創造学科紀
要』、2012 年第 11 号；王萌《抗戦時期日本在中国
抗战时期日本在中国沦陥区内的衛生工作—以同仁
会為対象的考察》，《近代史研究》、2016年第5号；張
慧卿《“宣撫”抑或控制 : 大屠殺後日軍在南京的衛
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生防疫》，《江海学刊》、2019年第3号等。
4 2022年6月には、中国石家荘市民張志斌氏によっ

て太原臨時衛生調査班の関連史料が発掘蒐集され
た。そして、9月3日《太原晩報》という太原市地
元の新聞社が“以太原为中心，深入调查周边居民的
生活习性和生理特征侵华日军防疫部队调查报告被
发现”（「新発見！太原を中心にその周辺住民の生
活習性や生理特徴に関する旧日本軍防疫部隊調査
報告が浮上）というテーマで報道され、それをきっ
かけに、学界や社会から注目されるようになった。
ここでの“侵華日軍防疫部隊原始日文調査報告”
というのは，太原臨時衛生調査班によって実施され
たものである。詳しくは2022年9月3に日付の《太
原晩報》の新聞記事をご参照。また、検討の便宜を
図るため、以下は、張志斌氏による発見所蔵の“侵
華日軍防疫部隊原始日文調査報告は「張蔵報告」
と略称する。

5 本稿では「北支」「支那」「満洲国」などは中国
への蔑称であり、差別用語とタブー視されている
が、検討の便宜を図るため、史料の記載のまま通り
にする。

6 1939年11月には、第一軍軍医部編纂の「太原臨
時衛生調査班業績集（山西地方ニ於ケル衛生対策
参考資料）」をご参照。当業績集では、1938年1月
から1939年11月まで太原臨時衛生調査班による調
査報告や研究が収録されている。「太原臨時衛生調
査班業蹟集（山西地方に於ける衛生対策参考資
料）」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C13120692500、衛生関係参考書類綴（ 1 ／3）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。当班の調査
活動では大きな役割を果たした当時太原臨時衛生
調査班のメンバーである陸軍軍医中尉村上賢三は
「業績集」のためわざわざ「序」を作成した。検
討の便宜を図るため、以下は「太原臨時衛生調査班
業績集」を「業績集」と略称する。

7 「業績集」の序文をご参照ください。
8 1938年4月、109師団軍医部部長吉野大佐の指示

によって、日本金沢医科大学からの太原臨時衛生調
査班班員である嘱託の早稲田正澄がまた楡次へ行
って、源渦鎮付近地表の白色物質について調査し分
析してみた、そして調査報告としてその分析成績や
調査結果を提出した。「業績集」の中の「七、特殊
検査成績」をご参照。

9 「業績集」の序文をご参照ください。
10 2022年9月3日日付の《太原晩報》という太原市

地元の新聞社の報道によると、太原臨時衛生調査班
は「第三野戦防疫部太原分遣隊臨時衛生調査班」
と同じものであり、「本当は同じ組織であり、違う
のは落書きの詳略だけである」とした。しかし、「業
績集」の「序文」の記載内容を見ると、《太原晩報》
の記事の内容は事実に合わないところがあろう。

11 「業績集」の中の「二、食物及ビ飲料水ニ関スル
調査研究」のところをご参照。

12 「業績集」の序文をご参照。注意してほしいのは
「前第一軍軍医部部長三宅閣下」は太原臨時衛生
調査班班長「三宅中佐」とは同じ苗字「三宅」で
あるが、実は同じ人物ではないことである。という
のは1940年6月太原臨時衛生調査班の調査報告に
よると、当時班長三宅惣八郎の肩書は「陸軍軍医中
佐」であることが分かった。1942年に第一軍軍医部
部長に就任時の石井四郎の肩書は少将であること
から、また、日本語辞書の解釈ですると「閣下」と
は将官以上の軍人や天皇勅任官以上の文官である
との記載も考慮にし、この二人は苗字が同じである
が、実はは違う人であるというのが分かった。「閣
下」の意味解釈として日本語デジタル大辞泉の記
載をご参照。https://www.weblio.jp/content/ 
%E9%96%A3%E4%B8%8B ）

13 例えば、1940年9月から10月にかけて、太原臨時
衛生調査班、軍医中尉の気賀沢杉人らが第一軍に山
西省長治夏店鎮地方へ派遣され、洞窟兵舎の衛生的
調査を実施した。1940年11月10日の井関部隊軍医
部「洞窟兵舎使用上ノ注意事項」の中の「緒言」
のところをご参照。「井医第735号　昭和15年11月
12日　「洞窟兵舎使用上の注意事項」送付の件通
牒」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C13120666800、衛生関係参考書類綴（ 2 ／2）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。

14 「業績集」の序文をご参照。
15 「業績集」の序文をご参照。
16 「業績集」の中における村上賢三、田辺源流、早

稲田正澄と大島英男による「硬水軟化ニ関スル研
究」をご参照。

17 「業績集」の序文をご参照。
18 「業績集」の序文をご参照。
19 「業績集」の序文をご参照。
20 「業績集」の序文をご参照。
21 「業績集」の序文をご参照。
22 「業績集」の村上賢三、木村義国、伊藤亮、古賀久

治の「太谷、南関鎮、権店方面ニ於ケル水質調査報
告」をご参照。

23 以下の史料をご参照。村上賢三、中島正三の「太
原市ニ於ケル支那人ノ食物ノ種類ト其ノ間食ニ就
テ」；三宅惣八郎、中島正三の「山西省二於ケル食
品ノ研究（第三報）　下級労働者ノ主ナル食品ニ就
テ」、「山西省二於ケル食品ノ研究（第四報）現地販
売鶏卵ノ新鮮度ニ就テ」、「井医第657号　昭和15年
10月7日　参考書類送付の件通牒」JACAR（アジ
ア歴史資料センター）Ref.C13120666400、衛生関係
参考書類綴（2 ／2）　昭和14 ～17年度（防衛省防
衛研究所）；「舞医第 449 号　昭和 15 年 7 月 15 日　
参考書類送付の件通牒」JACAR（アジア歴史資料
センター）Ref.C13120665800、衛生関係参考書類綴
（2 ／2）　昭和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。

24 以下の史料をご参照。 1939年11月古賀久治の「硬
度高キ水ノ常時飲用ノ人体ニ及ボス影響ニ就テ（附
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犬馬牛ニ対シ）（山西省ノ水ト其ノ対策　其の1）」
,JACAR（ ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ ー）Ref.
C13120692700、衛生関係参考書類綴（ 1 ／3）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）；「山西省西北
部兵要気象及衛生地誌送付の件」JACAR（アジア
歴史資料センター）Ref.C04122208400、陸支密大日
記　第24号　1 ／3　昭和15年（防衛省防衛研究
所）。

25 「業績集」の序文をご参照。
26 「元北海道庁技師倉上政幹外六名特旨叙位ノ件／

退職判事中西保則、元金沢医科大学教授村上賢三、
元逓信技師堀孝治」をご参照。JACAR（アジア歴
史資料センター）Ref.A11114967700、叙位裁可書・
昭和15年・叙位巻62（国立公文書館）。

27 「業績集」の内容をご参照。
28 「業績集」の序文をご参照。
29 「業績集」の記載内容と日本国立公文館アジア歴

史資料センター所蔵の資料によって整理されたも
のである。

30 「業績集」の序文をご参照。
31 「業績集」の序文をご参照。
32 「元北海道庁技師倉上政幹外六名特旨叙位ノ件／

退職判事中西保則、元金沢医科大学教授村上賢三、
元逓信技師堀孝治」をご参照。JACAR（アジア歴
史資料センター）Ref.A11114967700、叙位裁可書・
昭和15年・叙位巻62（国立公文書館）；「満洲国哈
爾賓医科大学教授要員トシテ日本現職管理割愛方
ノ件」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C01003621500、昭和15年  「陸満密大日記 第13冊」
（防衛省防衛研究所）。村上賢三は太原臨時衛生調
査班の中核となるキーパーソンである。関連資料
不足のため彼についての不明なところがまだ多い
し、今後は更なる研究が必要であろう。

33 「業績集」の序文をご参照。
34 三宅惣八郎、中島正三の「山西省二於ケル食品ノ

研究（第三報）　下級労働者ノ主ナル食品ニ就テ」、
「山西省二於ケル食品ノ研究（第四報）現地販売
鶏卵ノ新鮮度ニ就テ」をご参照ください。「井医第
657号　昭和15年10月7日　参考書類送付の件通
牒」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C13120666400、衛生関係参考書類綴（ 2 ／2）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。

35 「井医第837号　1940年12月22日　潞安附近特
殊家屋ニ於ケル衛生学的調査送付ノ件通牒（ 1）」
をご参照ください。JACAR（アジア歴史資料セン
ター）Ref.C13120667200、衛生関係参考書類綴（ 2
／2）　昭和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。

36 「業績集」の序文をご参照。。
37 「張蔵報告」と対照して検討の便宜を図るため、

以下は「太原臨時衛生調査班業績集」を「村上報告」
と略称する。

38 「業績集」の序文をご参照。
39 具体的には、次のものが見られる。一、山西省公

安局屠殺牛乳畜肉営業ニ関スル法並ニ辨法。その
うち、6篇の法規や辨法が見られる。二、伝染病予
防及ビ一般公共衛生ニ関スル法規及ビ辨法。その
うち、11篇の法規や辨法がある。三、山西省公安局
薬剤師薬種商、麻薬及ビ製薬ニ関スル法規並ニ辨
法。そのうち、7篇の法規や辨法が含まれる。四、
山西省公安局旅館、飲食店、理髪店、浴場、娯楽場
ニ関スル法規並ニ辨法。7篇の法規や辨法が見られ
る。五、山西省公安局医師、歯科医、助産婦ニ関ス
ル法規並ニ辨法。そのうち、13篇の法規や辨法が見
られる。六、山西省公安局妓女検診ニ関スル法規並
ニ辨法。そのうち、1篇の法規や辨法が見られる。

40 村上報告の以下の研究をご参照。村上賢三の「山
西地方ニ於ケル支那家屋ノ衛生学的考察（其ノ
二）：室ノ床面積、室高、気積及ビ窓ノ大サニ就テ」
（ 1939年1月）；石崎有信の「支那家屋ノ換気ニ就
テ」（ 1938年8月）；村上賢三の「太原城外ノ支那
兵営内空気ノ理学的状態ニ就テ」（ 1938年7月）；
石崎有信の「炕ノ暖房力ニ就テ」（ 1938年4月）；
村上賢三と石崎有信の「北支ニ於ケル厠所改善ノ
一方法」（1939年3月）。

41 村上報告の嘱託である伊藤亮の「山西地方ニ産
出スル食品ノ栄養学的調査（第二報）」（1939年5月）
をご参照。

42 村上報告の陸軍薬剤中尉橋本紋兵衛の「太原市
井水ノ衛生学的調査成績」（1938年8月）をご参照。

43 村上報告の村上賢三と田辺源流の「太原市ニ於
ケル井水ノ硬度ニ就テ　特ニ一時硬度ト永久硬度
並ニ硬度トクロールノ含量ニ就テ」（ 1939年5月）
をご参照。

44 村上報告の陸軍薬剤中尉橋本紋兵衛の「太原市
井水ノ衛生学的調査成績」（1938年8月）をご参照。

45 村上報告の以下の研究をご参照。村上賢三、田辺
源流、早稲田正澄の「水ノ硬度測定方法ノ比較研
究」（ 1939年11月報告予定）；村上賢三などの「硬
水軟化ニ関スル研究」（ 1939年11月報告予定）；木
村義国と伊藤亮の「軍管理山西第八工場試作濾水
器ノ性能ニ就テ」（1939年4月）。

46 村上報告の村上賢三などの「太原市住民ノ生体
測定学的研究（其ノ一）：頭部、顔面ヲ除ク身体各
部ニ関スル測度ニ就テ」（ 1939年8月）；木村義国
の「太原市住民ノ生体測定学的研究（其ノ二）：頭
部及ビ顔面ノ諸測度ニ就テ」（ 1939年10月）；木村
義国の「山西人及ビ河北人ノ顔面ノ特徴ニ就テ（人
類学的並ニ容貌学的観察）」（ 1938年11月）；石崎
有信の「太原市住民ノ体力ニ就テ」（1938年8月）；
石崎有信の「太原市住民ノ指紋ニ就テ」（ 1939年
11月）；森部令次の「山西地方人ノ血液型調査」（1938
年5月）。

47 村上報告の石崎有信の「山西省人口統計ニ関ス
ル二三ノ観察」（ 1938年2月）と「太原市住民ノ乳
児死亡率ニ就テ」（ 1938年11月）と「太原市住民
の増殖力ニ就テ」（ 1938年2月）をご参照。また、
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田辺源流と石崎有信の「太原市居住婦人ノ初潮年
齢ニ就テ」（1938年11月）をご参照。

48 村上報告の以下の研究をご参照。関口永と木村
義国の「山西省ニ於ケル急性伝染病ニ就テ」（ 1938
年4月）；関口永と藤野恒三郎と木村義国の「山西
省太原住民ノ血清学的調査（其ノ一）：ウィダール
反應、ワイルフェリックス反應、黴毒反應ニ就テ」
（ 1939年1月）；田辺源流の「太原地方住民ノ口腔
及ビ歯牙ノ衛生学的観察（第一報）」（1938年5月）
と「太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的観察
（第二報）」（ 1938年7月）；木村義国の「山西地方
住民ノ耳鼻咽喉科疾患ノ統計的観察」（1938年8月）。

49 村上報告の塚本赳夫の「山西省産漢薬調査」（1939
年2月）をご参照。

50 村上報告の村上賢三などの「太谷、南関鎮、権店
方面ニ於ケル水質調査報告　【附】同方面ニ於ケル
兵要衛生地誌（給水状況）」（ 1939年6月）。飲料水
のほか、作戦に直接関連する喫緊の課題の対策とし
て、早稲田正澄も加入し、109師団軍医部部長吉野
の指示に基づき、太原臨時衛生調査班は山西省楡次
へ行って、源渦鎮付近地表の白色物質について調査
し分析してみた。そして調査報告としてその分析
成績や調査結果を提出した。早稲田正澄の「源渦
鎮付近地表ノ白色物質分析成績」（ 1939年4月）を
ご参照。1940年11月には、第一軍に派遣され、山西
省長治夏店鎮地方へ派遣され、洞窟兵舎の衛生的調
査を実施した。「舞医第449号　昭和15年7月15日　
参考書類送付の件通牒」ご参照。JACAR（アジア
歴史資料センター）Ref.C13120665800、衛生関係参
考書類綴（2 ／2）　昭和14 ～17年度（防衛省防衛
研究所）。

51 2022年9月3日付の《太原晩報》の新聞記事によ
ると、張蔵報告は「11冊」と報道されたが、実は「13
冊」ある。その違いについて、資料の対照を通じ、
「太原市ニ於ケル支那人ノ食物ノ種類ト其ノ栄養
価ニ就テ（其ノ一）」と「太原市ニ於ケル支那人ノ
食物ノ種類ト其ノ栄養価ニ就テ（其ノ二）」を、「太
原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的観察（第一
報）」と「太原地方住民ノ口腔及ビ歯牙ノ衛生学的
観察（第二報）」を、それぞれ「一冊」と見て計算
されたのが分かった。調査内容も報告の作成時間
も違うため、本稿では「張蔵報告」13冊の説にする。

52 張蔵報告の石崎有信の「太原市住民の増殖力ニ
就テ」（1938年2月）をご参照。

53 張蔵報告の伊藤亮の「山西地方ニ産出スル食品
ノ栄養学的調査（第一報「米」）」（ 1939年3月）を
ご参照。

54 張蔵報告の村上賢三などの「硬水軟化研究」（1940
年1月）をご参照。

55 三宅惣八郎と中島正三の「山西省二於ケル食品
ノ研究（第三報）　下級労働者ノ主ナル食品ニ就
テ」の「参考文献」のところをご参照。「井医第
657号　昭和15年10月7日　参考書類送付の件通

牒」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C13120666400、衛生関係参考書類綴（ 2 ／2）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。

56 三宅惣八郎と中島正三の「山西省ニ於ケル食品
ノ研究（第三報）　下級労働者ノ主ナル食品ニ就
テ」と「山西省ニ於ケル食品ノ研究（第四報）現
地販売鶏卵ノ新鮮度ニ就テ」をご参照。「井医第
657号　昭和15年10月7日　参考書類送付の件通
牒」JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.
C13120666400、衛生関係参考書類綴（ 2 ／2）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）；「舞医第449
号　昭和15年7月15日　参考書類送付の件通牒」
JACAR（ ア ジ ア 歴 史 資 料 セ ン タ ー）Ref.
C13120665800、衛生関係参考書類綴（ 2 ／2）　昭
和14 ～17年度（防衛省防衛研究所）。陸軍軍医中
尉気賀沢杉人の「潞安附近特種家屋ニ於ケル衛生
学的調査」と「洞窟兵舎使用ノ注意事項」（1940年
11月）をご参照。「舞医第449号　昭和15年7月15
日　参考書類送付の件通牒」ご参照。JACAR（ア
ジア歴史資料センター）Ref.C13120665800、衛生関
係参考書類綴（2 ／2）　昭和14 ～17年度（防衛省
防衛研究所）。

57 衛生防疫や医療事業のほか、同仁会は日本軍占領
地域における流行病や地元の風土人情についても
調査を実施した。同仁会開封診療防疫班は開封地
元住民の主食である小麦、コウリャン、粟の栄養価
について調査を実施した。岡田甚七の「華北邦人
の常食について」、『同仁会医学雑誌』（ 1942年第3
号）をご参照。同仁会の調査と比し、太原臨時衛生
調査班の調査内容は豊かであり、より多種多様であ
るというのは明らかであろう。
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〈研究論文〉

１．はじめに

中国の自動車販売台数で2009年から米国を

抜いて世界一となり、2017年には3000万台に迫

り、ドイツ VW、ルノー・日産・三菱連合、ト

ヨタ自動車の世界3大自動車メーカーグループ

を合計した規模に匹敵している（小原2019）。

新型コロナウイルス感染拡大などを受けて低迷

したものの、2023年には3009万台と6年ぶりに

2017年の水準を上回った1。日本の6.3倍の市場

規模となっている。浙江吉利控股集団有限公司

は2010年、フォードから VOLVO を買収して

いる。クロスボーダー M&A 市場にも参入す

るなど存在感を高めている。

中国自動車会社は対外進出の重要性が高ま

り、ASEAN 市場にも比較優位性を持つ多目的

スポーツ車（SUV）や電気自動車（EV）を投

入している。ASEAN は日系シェアが高い市場

であり、特にインドネシアでは98.5％（ 2017

年）。中国自動車会社は2011年以降、インドネ

シア進出が確認でき、2018年以降、現地生産な

ど進出が本格化した。シェアは2023年で4社合

計3.2％、日系シェアは95.3％に低下した。イン

ドネシアでは国有企業3社が中心で、「海外進出

積極グループ」（苑2014）、「電動化競争の中核」

（李2023）とされる民族系自動車メーカーは

苦戦していたが、インドネシアにおける EV 優

遇政策が2023年から実施されると、民族系で

EV 大手の BYD が2024年に進出してきた。

本論は、先行研究をレビューした後、インド

ネシア自動車製造業者協会（GAIKINDO）統

計を用いて、ASEAN、とりわけインドネシア

における、上汽通用五菱汽車（WULING）を

はじめとする中国自動車メーカーの販売状況を

*
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小原　隆子
小原　篤次

中国自動車会社による多国籍企業の国際戦略
―インドネシアの事例研究―

*神田外語大学キャリア教育センター特任准教授
**長崎県立大学国際社会学部准教授
  神戸大学大学院経済学研究科研究員

要　旨

インドネシアは日系シェアが高い東南アジア市場でも日系シェアが高く、日本市場の日系シェアを

超えるほどだった。2017年、2019年の中国系シェアは0.3％だった。インドネシアにおける EV 優遇政

策が2023年から実施されると、中国系は自動車販売のシェアを高め始めた。2024年1 ～7月で中国系

シェアは4.6％。民族系でEV大手のBYDも2024年に進出してきた。中国系ブランド数は2018年、3社、

2023年、7社、2024年1 ～7月で10社に増えている。
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中心に報告する。

２．先行研究

日本をはじめ先進国では、自動車会社同士の

提携、M&A について必ずしも肯定的ではなか

った。成熟した市場で経営危機の局面で提携が

進められることが少なくない。支援される企業

は工場閉鎖・人員削減などリストラを迫られ

る。1998年，ドイツのダイムラー・ベンツ社と

アメリカのクライスラー社が合併、1999年、フ

ランスのルノーと日産自動車の資本提携などが

典型例だろう。半導体ファウンドリ（Foundry）

業界については、世界市場での能力と競争力を

高めるために、ますます多くの企業が互いに戦

略的提携を結ぶ傾向にあるとの指摘もある (Ku 

et al. 2007)。

肖（2000）は、中国自動車産業の歴史的変遷

について、1950年代から1990年代まで4つの段

階に分けて整理した。４つとは、創業期（1950

年代）、閉鎖・停滞期（1960、1970年代）、開放・

調整期（1980年代）、発展期（1990-1995年）で

ある。開発・調整期の初期において、乗用車の

輸入が急増する。1979年には約700台だった輸

入台数は1980年には2万台近くまで急増した。

その後、欧州、米国、日本の自動車会社との合

弁事業、技術提携で、中国現地生産につながっ

ていく（表1）。1983年、米国のアメリカン・モ

ーターズ（AMC）と北京汽車が「北京ジープ

汽車有限公司」を設立する。外資第一号の合弁

事業である。1984年、ドイツのフォルクスワー

ゲン（ＶＷ）は三大国有自動車の上海汽車と「上

海大衆汽車」を設立している。上海大衆汽車が

生産する乗用車「サンタナ」は上海市のタクシ

ーにも採用された（小原2021b）。国家発展改革

委員会が2004年、定めた自動車産業発展政策2

によると、自動車完成車、専用自動車、農業用

輸送車、オートバイの中外合弁メーカーの中国

側株式比率は50％を下回ってはならない。し

かも海外の多国籍企業は中国の2社と合弁会社

を設立することができた。図1で、欧州、米国、

日本、韓国と世界の主要メーカーが合弁事業で

参入したことがわかる。

自動車会社は、（１）ガソリンエンジン（HV

も含めて）でのグローバル競争（過去・現在の

主要な競争市場）、（２）環境車（ZEV）対策（当

面、現在から10年程度）、（３）コネクテッドカ

ー（研究開発・実証実験段階、実用化・収益化

が見通せない将来）の3つの課題を同時に取り

組む必要がある。小原2020は、自動車会社のト

リレンマと呼んだ。
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表 1　中国主要乗用車メーカー概況 (1995 年）

図 1　中国における乗用車生産の提携関係

上海汽車集団

東風汽車集団

第一汽車集団

広州汽車集団

北京汽車工業

長安汽車集団

福建省汽車集団

華晨汽車集団

ゼネラル・モーターズＧＭ

フォルクスワーゲンＶＷ

日産自動車

トヨタ自動車

起亜自動車

本田技研工業

三菱自動車

ベンツ

現代自動車

フォード・モーター

マツダ

原出所：『日本経済新聞』朝刊 年 月 日、 『日本経済新聞』朝刊 年 月 日、三菱自動車「
」、日本自動車工業会「クルマと世界」 など。

図 中国における乗用車生産の提携関係

出所：小原（ ） 。

＇

企業名
外資側
企業名

方式 設立時期
外資側出資

比率 生産車種
生産能力
台／年

エンジン
(cc)

3 一汽大衆 ドイツVW
技術提
携合弁

1988. 8
1991.2

40%
Audi100
ジェタ

30,000
150,000

1,780
1,560

4
北京ジープ汽
車有限公司

米Chrysler 合弁
1983. 6  AMCと提携
後AMC•Chryslerと合弁

31%
Cherokee      BJ-

2021系列
80,000 2,460

5
広州標致汽車
有限公司

仏Peugeot 合弁 1985 22% Peugeot505 50,000 1,970

6
神龍汽車有限

公司
仏シトロン 合弁 1992.5 30% Citroen ZX 150,000 1,360

7
中国兵器工業稔公
司長安機器廠

日スズキ
技貿結
合

1984 アルトSC7080 150,000 796

8
貴州航空工業

総公司
日富士重工

技術供
与

1989 ヒバリGHK7060 10,000 544

出所：肖威（2000）p.5。

原資料： 国家信息予測中心・中国汽車貿易総公司(1996)「1996中国汽車市場展望」、「日経ビジネス」(1995. 7. 31), 17ページ、中国汽車工業史編審委員会(1996)「中国

汽車工業史」、機械工業部汽車工業司・中国汽車技術研究中心(1996)「汽車工業規画参考資料」により作成。

微型汽車廠
シャレードTJ7100

7100U
150,000 933

表1    中国主要乗用車メーカー概況(1995年）

1

2 日ダイハツ
技術提
携

1986

ドイツVW 合弁
1984. 10契約調印
1985. 9生産開始

50%
SantanaL330,  L331

Santana 2000
200,000 1,780

上海大衆汽車
有限公司



長崎県立大学国際交流研究センター『国際研究評論』創刊号（2025.3）

− 158 −

３．ASEAN 市場

（１）概要

国際自動車工業連合会（OICA）の販売統計

では、2023年、インドネシアは100万台で、豪州3

やスペインに次ぐ世界16位である。ASEAN10

カ国で合計326万台となり、英国を抜いて世界

4 位 の ド イ ツ を 上 回 る 規 模 4 に 相 当 す る。

ASEAN のなかでは、自動車販売台数では、イ

ンドネシア5は、タイやマレーシアと ASEAN

最大の規模を競っている。インドネシアは

2010年以降、マレーシアを上回っている。タイ

については2014年以降、2020年を除いて、上回

っている。ただし、自動車生産台数では、タイ

がインドネシアを上回る状況に変化は見られな

い。

ASEAN は世界的な市場規模のほか、中国お

よびインドという巨大な新興市場に近接してお

り、ASEAN をアジアの中でいかに位置付けて

いくのかという点で、その重要性を高めてい

る。世界の大手自動車メーカーにとっては、タ

イ、インドネシア、マレーシアのような三角形

ではなく、より広範囲で多極的なサプライチェ

ーンや販売戦略を描いていく。ASEAN 全体で

8割もの市場シェアを持つ日系メーカーは、

2018年には、自動車に関する関税撤廃が完了し

た ASEAN のなかでは、インドネシアのほか、

タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムなど

生産や部品調達の分業や再編が急務になってい

る。

（２）インドネシアの概況

インドネシアでは、アストラグループやサリ

ムグループなど合弁パートナーとして地場資本

はあるが、中国のように地場資本が外資系と競

争する自動車完成車メーカーを志向してこなか

った。自動車ローンやディーラーなどと、日系

メーカーと役割が明確だった。中国系では、上

海汽車と GM の合弁会社の WULING、東風小康

汽車（DFSK）、中国第一汽車集団（FAW）6、

吉利汽車（GEELY）、奇瑞汽車（CHERY）、

BYD などが、インドネシアに進出した経験を

持っている。インドネシアで好まれる SUV の

ほか、EV を投入している。

インドネシアでは、日系メーカーの占有率が

非常に高いこともあり、それ以外のメーカーの

市場参入・撤退事例は珍しくない。

GM もその一社である。GM は1993年に現地

企業と共同出資会社を設け、生産も手掛けた

が、2005年に経営環境の悪化から生産を停止

し、富裕層に人気の SUV を中心に輸入販売し

てきた。GM は1億5千万ドルを投じて、2013

年 に 生 産 を 再 開 し た が、GM も 出 資 す る

WULING が2017年、インドネシアで生産を開

始すると、一本化を図った。WULING の生産

能力は年産15万台。セダン、SUV から EV に

車種を広げてきた。WULING の進出は2017年

8 ～12月の5カ月間で3268台、シェアは0.7％

から始まった。2023年には2万5592台、シェア

は2.6％と増加した。WULING に続く中国系

CHERY は3952台で0.4%。日系ブランドの一

角（ Mat s u d a , N i s s a n , UD TRUCKS、

SUBARU）を抜いている。

日系の合計シェアは2017年98.5％、2018年

99.0％から、緩やかに低下している。2020年は

96.2％、2021年以降は95％台となっている。

WULING をはじめとする中国シェアの拡大の

影響が確認できたことになる。ただし、トヨタ、

ダイハツ、レクサスの3ブランドで50％を超え

るというインドネシア市場の特徴には変化は見

られない。

しかし、インドネシア政府が2023年および
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2024年、EV 購入の際の付加価値税の減免を実

施（表2）すると、中国自動車会社のシェアが

拡大し始めた（表4 ～表7）。さらに、中国電動

車大手の BYD も進出してきた。2018年が3ブ

ランド、2023年が7ブランド、2024年が10ブラ

ンドである（表3）。

BYD は2024年1月18日、インドネシアで展

開する SUV「ATTO3」、セダン「シール」、小

型車「ドルフィン」の EV3車種を発表、イン

ドネシア乗用車市場へ本格的に参入した。イン

ドネシアに年産15万台のバッテリー式電気自

動車（BEV）生産工場の建設計画も発表して

いる。投資額は13億ドル、2024年内に着工する

見通しである（八木沼、2024）。

表 2　インドネシアにおける EV 優遇政策

表 3　インドネシア進出した中国自動車会社（2018、2023、2024 年 )

表2　インドネシアにおけるEV優遇政策

国産化率40％を超える特定の電気自動車購入に対し、付加価値税を10％減免すると規定。

国産化率40％を超える特定の電気バス購入に対し、付加価値税を10％減免。

国産化率が20％～40％までの特定の電気バスの購入に対して、付加価値税を5％減免する。期間は2023年

末まで。

※上記の条件を満たすEV車種＝中国・上汽通用五菱汽車（Wuling）「Air EV」、韓国・現代自動車の

「Ioniq5」

四輪のBEVと電動バスに係る付加価値税を10ポイント減とする優遇措置。通常は11％の付加価値税が課さ

れるが、対象車種は1％。優遇措置の適用期間は2024年末まで。

10ポイント減税の適用対象：

国産化率（TKDN）が40％以上の特定四輪と特定電動バス

（運転者を含む10人以上を輸送するBEV）
5ポイント減税の適用対象：

　　　　TKDNが20％以上40％未満の特定電動バス

出所：出典：尾崎（ 2023年4月6日）、大滝（2024年3月5日）より作成。

2023年

2024年

表3　インドネシア進出した中国自動車会社（2018、2023、2024年)

中国系3ブランド
上汽通用五菱汽車（WULING、GMも参加）、

東風小康汽車（DFSK）、中国第一汽車集団（FAW）

中国系７ブランド
WULING、奇瑞汽車（CHERY）、DFSK、上海汽車集団（MG） 

FAW,、哪吒汽車（NETA）,赛力斯集団（SERES)

中国系10ブランド
WULING、 CHERY、BYD、MG、FAW、DFSK、NETA、SERES、

長城汽車（HAVAL、TANK）、

出所：インドネシア自動車製造業者協会（GAIKINDO）販売統計（小売）より作成。

2018年

2023年

2024年
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表 4　2017 ～ 2024 年の国別新車販売台数（小売）

 表 5　2018 年ブランド別新車販売台数（小売）

表4　2017～2024年の国別新車販売台数（小売）
単位：台

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Japan 1,051,882 1,141,484 1,007,026 556,810 820,544 967,338 944,383 441,045
Toyota Group 556,510 557,568 509,946 283,679 442,606 519,158 521,101 257,989
JP (ex.Toyota G) 495,372 583,916 497,080 273,131 377,938 448,180 423,282 183,056
China 3,477 16,352 3,610 12,167 28,128 27,824 33,515 22,390
Total 1,067,396 1,152,641 1,043,017 578,762 863,348 1,013,582 998,059 484,235

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Japan 98.5% 99.0% 96.5% 96.2% 95.0% 95.4% 94.6% 91.1%
Toyota Group 52.1% 48.4% 48.9% 49.0% 51.3% 51.2% 52.2% 53.3%
JP (ex.Toyota G) 46.4% 50.7% 47.7% 47.2% 43.8% 44.2% 42.4% 37.8%
China 0.3% 1.4% 0.3% 2.1% 3.3% 2.7% 3.4% 4.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

注：Toyota GroupはToyota, Daihatsu, Lexisの3ブランド。2024年は1～7月。

出所：インドネシア自動車工業会(GAIKINDO)より作成。

表5　2018年ブランド別新車販売台数（小売）
単位：台

BRAND Sales Share BRAND Sales Share
Japan 1,141,484 99.0%
Toyota Group 557,568 48.4%
China 16,352 1.4%

1 TOYOTA 356,063 30.9% 16 HYUNDAI 1,485 0.1%
2 DAIHATSU 200,178 17.4% 17 LEXUS 1,327 0.1%
3 HONDA 162,956 14.1% 18 TATA 1,116 0.1%
4 MITSUBISHI MOTORS 146,805 12.7% 19 DFSK 839 0.1%
5 SUZUKI 116,688 10.1% 20 SCANIA 794 0.1%
6 MITSUBISHI FUSO 51,132 4.4% 21 MINI 520 0.0%
7 HINO 40,072 3.5% 22 VOLKSWAGEN 511 0.0%
8 ISUZU 25,286 2.2% 23 RENAULT (PC) 382 0.0%
9 WULING 15,162 1.3% 24 FAW 351 0.0%

10 DATSUN 9,823 0.9% 25 PEUGEOT 141 0.0%
11 NISSAN 6,999 0.6% 26 PROTON 83 0.0%
12 MAZDA 5,957 0.5% 27 MAN TRUCK 79 0.0%
13 UD TRUCKS 3,036 0.3% 28 AUDI 50 0.0%
14 CHEVROLET 2,444 0.2% 29 HYUNDAI KOMERSIAL 2 0.0%
15 B M W 2,360 0.2% TOTAL 1,152,641 100.0%

注：グレーは中国系

出所：インドネシア自動車工業会(GAIKINDO)より作成。
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表 6　2023 年ブランド別新車販売台数（小売）

表 7　2024 年 1 ～ 7 月ブランド別新車販売台数（小売）

表6　2023年ブランド別新車販売台数（小売）
単位：台

BRAND Sales Share BRAND Sales Share
Japan 944,383 94.6% 16 MERCEDES-BENZ CV 1,877 0.2%
Toyota 521,101 52.1% 17 UD TRUCKS 1,856 0.2%
China 33,515 3.4% 18 NISSAN 1,824 0.2%

1 TOYOTA 325,395 32.6% 19 DFSK 1,598 0.2%
2 DAIHATSU 194,108 19.4% 20 K I A 1,579 0.2%
3 HONDA 128,010 12.8% 21 MORRIS GARAGE 1,154 0.1%
4 SUZUKI 82,244 8.2% 22 MINI 891 0.1%
5 MITSUBISHI MOTORS 81,792 8.2% 23 SCANIA 709 0.1%
6 HYUNDAI - HMID 35,736 3.6% 24 FAW 617 0.1%
7 MITSUBISHI FUSO 33,283 3.3% 25 SUBARU 521 0.1%
8 ISUZU 31,597 3.2% 26 JEEP 300 0.0%
9 HINO 27,729 2.8% 27 VOLKSWAGEN 249 0.0%

10 WULING 25,992 2.6% 28 PEUGEOT 199 0.0%
11 MAZDA 4,902 0.5% 29 NETA 166 0.0%
12 B M W 4,172 0.4% 30 AUDI 57 0.0%
13 CHERY 3,952 0.4% 31 SERES 36 0.0%
14 MERCEDES-BENZ PC 3,203 0.3% 32 TATA 31 0.0%
15 LEXUS 228 0.0% TOTAL 998,059 100.0%

注：グレーは中国系

出所：インドネシア自動車工業会(GAIKINDO)より作成。

表7　2024年1～7月ブランド別新車販売台数（小売）
単位：台

BRAND SALES SHARE BRAND SALES SHARE
Japan 441,045 91.1% 18 UD TRUCKS 1,139 0.2%
Toyota Group 257,989 53.4% 19 K I A 804 0.2%
China 22,390 4.6% 20 CITROEN 730 0.2%

1 TOYOTA 156,928 32.4% 21 MERCEDES-BENZ CV 652 0.1%
2 DAIHATSU 99,344 20.5% 22 NISSAN 586 0.1%
3 HONDA 53,838 11.1% 23 MINI 514 0.1%
4 MITSUBISHI MOTORS 42,129 8.7% 24 FAW 508 0.1%
5 SUZUKI 38,543 8.0% 25 DFSK 506 0.1%
6 ISUZU 16,404 3.4% 26 FORD 465 0.1%
7 MITSUBISHI FUSO 15,463 3.2% 27 SUBARU 327 0.1%
8 HYUNDAI - HMID 13,745 2.8% 28 NETA 286 0.1%
9 HINO 12,105 2.5% 29 SCANIA 229 0.0%
10 WULING 10,044 2.1% 30 TANK 184 0.0%
11 CHERY 4,719 1.0% 31 SERES 74 0.0%
12 BYD 3,521 0.7% 32 VOLVO CARS 72 0.0%
13 MAZDA 2,522 0.5% 33 HAVAL 56 0.0%
14 MORRIS GARAGE 2,492 0.5% 34 VOLKSWAGEN 52 0.0%
15 B M W 2,215 0.5% 35 PEUGEOT 27 0.0%
16 LEXUS 1,717 0.4% 36 AUDI 16 0.0%
17 MERCEDES-BENZ PC 1,279 0.3% TOTAL 484,235 100%

注：グレーは中国系

出所：インドネシア自動車工業会(GAIKINDO)より作成。
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４．おわりに

東南アジアの中でもインドネシア市場におけ

る日系シェアは高かった。日本市場における日

系シェアよりも高いほどである。インドネシア

は日系シェアが高い東南アジア市場でも日系シ

ェアが高く、日本市場の日系シェアを超えるほ

どだった。2017年、2019年の中国系シェアは0.3

％だった。インドネシアにおける EV 優遇政策

が2023年から実施されると、中国系は自動車販

売のシェアを高め始めた。2024年1 ～7月で中

国系シェアは4.6％。民族系で EV 大手の BYD

も2024年に進出してきた。中国系ブランド数

は2018年、3社、2023年、7社、2024年1 ～7月で

10社に増えている。

さらに、今後、拡大が予想される EV 車、日

系より低価格帯の SUV 市場で中国系がシェア

を獲得する可能性があるだろう。他方、現状の

ような小さなシェアでは効率的な収益を上げる

市場とはならない。

消費者の所得が向上し、二輪車市場から乗用

車への本格的な転換時期で市場が大きく拡大す

るまで、中国系が長期の視点で経営できるかが

カギだろう。EV 大手の BYD も2024年に参入

したばかりのため、分析の枠組みを見定めなが

ら、フィリピン、タイ、マレーシアの ASEAN

各国、インド、ブラジルなど新興国市場の観察

を続けたい。
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  注

1 2017 年 2887 万 台、2018 年 2808 万 台、2019 年
2579万台、2020年25,311,069、2021年2631万台、
2022年2686万台、2023年3009万台。出典：国際
自動車工業連合会（OICS）。

2 規制緩和措置を踏まえ、2018年には米国テスラ
が独資で法人を設立、2020年にはドイツのフォル
クスワーゲンが増資により安徽江淮汽車との合弁
企業である江淮大衆の75％の持ち分を取得、2021
年にはアウディとフォルクスワーゲングループチ
ャイナが中国第一汽車と合弁で奥迪一汽新能源汽
車を設立し、60％の持ち分を取得し、2022年に
BMW グループが華晨宝馬汽車の75％の持分を取
得している（JETRO、2024）。

3 世界の自動車各社は、トヨタ自動車を最後に豪州
での現地生産から撤退し、輸出に切り替えた。豪州
市場全体が縮小するなか、関税の撤廃、人件費の高
騰、通貨の増価などが理由とされる。日系大手自動
車メーカーは、効率性からは、一工場あたりの年間
生産能力が15万台程度、必要だとされる。資本集
約型で規模の経済性が働きやすい産業で、40万台
程度では、生産拠点としては、十分な市場とみなさ
れないということだろう。

4 2005年以降で、ASEAN がドイツを上回るのは、
2012年、2013年、2022年、および2023年。出典：
国際自動車工業連合会（OICS）。

5 インドネシアの人口は約2億6400万人で、タイ
は6904万人と4倍近い開きがある。潜在的な市場
性はある。

6 インドネシアでは、大型トラック販売に注力して
いる。
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〈研究論文〉

*ポンサピタックサンティ　ピヤ
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Shuxin WANG

日本と中国のテレビ広告におけるジェンダー役割
Gender Roles in Television Advertisements in Japan and China

*京都産業大学現代社会学部

要　旨

本研究の目的は、日本と中国のテレビ広告におけるジェンダー役割の類似点と相違点を考察し、こ

れまでの研究を再検討することで新たな知見を得ることである。本論文は、2022年8月から10月まで

の期間で、日本と中国のテレビ広告を収集した。計769本の広告サンプル中、日本は552本、中国は

217本である。その広告内容を分析した結果、日本と中国、いずれにおいても、広告の男女の役割は現

実の労働力率を必ずしも反映していなかった。一方、有償労働以外の役割においては、両国とも男女

間に有意な差は見られず、ジェンダー平等が現れていた。また、両国間を比較した場合には、現実に

は両国間で労働力率の違いがあるにもかかわらず、テレビ広告においては両国間に男女の役割の違い

が見られなかった。これらの結果は、日本と中国のテレビ広告における「ジェンダー構造が広告に直

接反映している」という先行研究の視点とは異なっており、広告に描かれるジェンダー・イメージが、

当該社会におけるジェンダー役割の現状を常に反映している訳ではないないことを示唆している。

キーワード：ジェンダー役割、テレビ広告、日本、中国、メディア
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The purpose of this study is to examine the similarities and differences in gender roles in television 

commercials in Japan and China, and to gain new insights by reviewing previous research. This paper collected 

television commercials from Japan and China between August and October 2022, totaling 769 ad samples—552 

from Japan (71.8%) and 217 from China (28.2%).

An analysis of the content of these advertisements revealed that the portrayal roles of men and women in 

Japanese and Chinese current commercials do not necessarily reflect the actual labor force participation rates. 

Interestingly, although the labor force participation rates of men and women in China differ, the differences in 

gender roles are not reflected in Chinese advertisements. Additionally, both countries show no significant gender 

differences in the types of non-paid labor roles, indicating a presence of gender equality in ad. Furthermore, 

from the comparative analysis, despite the differences in labor participation rates between Japan and China, 

there are no notable differences in gender roles in television advertisements of both male and female characters. 

Thus, these results reveal that contrary to previous research that emphasized "gender structures being directly 

reflected in advertisements," the gender images portrayed in advertisements do not accurately reflect the reality 

of gender roles in their respective societies. In other words, the argument that traditional gender roles in 

advertisements reflect reality does not hold. In addition, this research also suggests that stereotypical portrayals 

in Asian television advertisements may be decreasing.

Keywords: gender roles, television advertisements, Japan, China, media
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１．はじめに

本研究の目的は、テレビ広告におけるジェン

ダーと労働の役割の表れ方に関し、日本と中国

間の類似点、あるいは相違点を考察することで

ある。そのうえで、これまでのテレビ・コマー

シャルにおけるジェンダー役割に関する研究に

再検討を加え、新たな知見を得たいと考えてい

る。

広告は経済と文化の組み合わせであり、商品

の情報だけでなく、文化的価値観も伝える。そ

れぞれの商品に文化的な意味づけを行うこと

で、人々は典型的なイメージを描きやすくな

り、広告にはその時の社会的、文化的変容が反

映されると考えられる。同時に、広告とは、単

なる企業の宣伝媒体という以上に、資本主義が

商品世界を構成する要素の一部として消費者を

位置付けし、記号的に再生産していくことを可

能にする重要な文化装置になっている（吉見

1994）。広告の内容や放送も、現代の社会イデ

オロギーと文化的背景の制約を受けている。

また、国広（2012）によれば、広告中の商品

を使用、消費される場面やその背景の描写にお

いて、国や特定の文化と関係なく誰もが理解で

きる典型的イメージ、ステレオタイプなどが使

われやすい。例えば、「男尊女卑」という固定

的な観念に関わる広告表現が、現実の中で話題

になる場合がある。広告は生活の随所に見られ

るメディアであり、社会状況に対する意識へ

の、無意識な標識であると言える。近年、国民

意識の覚醒や世界的な風潮に伴い、広告そのも

のの見た目の快適さやスター効果だけでなく、

広告の背後にある社会的イデオロギーが重視さ

れるようになってきた。その中で、広告におけ

るジェンダーがどのように描かれているのかに

も関心が集まってきた。

広告とジェンダーに関するこれまでの研究で

は、広告におけるジェンダー描写にはステレオ

タイプ的な表現が多く見られることに言及し、

偏った広告モデルの役割やイメージが受け手の

意識や社会化過程に影響する可能性があると指

摘されている。村松（1997）は、広告を通じて

偏った女性観が受け手に繰り返し提示されるこ

とで、男女に関する価値観が強化され、受け手

の意識と行動に影響する可能性があると指摘し

ている。また、女性の役割表現は、家庭内に限

定されたものから、社会で働く女性を描く場合

も増えてきたともされる。一方で、女性だけが

家事をするＣＭであっても受け入れられる背景

を、村田（2018）は「現実を反映した設定は、

リアリティのある表現としては受け入れやすい

側面もある」と述べている。メディア表現のジ

ェンダー・バイアスを意識せずにいる人が多い

ともいわれている（守2022）。

世界各国のテレビ広告におけるジェンダー役

割に関する先行研究によれば、テレビ広告にお

けるジェンダー描写に焦点をあてた内容分析研

究は、男性と女性の間にどのような差異が存在

するのかを明らかにし、さらに、それらの差異

は伝統的な性役割観に基づくものであると指摘

されてきた（延島1998）。先行研究での広告に

おけるジェンダー描写の特徴は以下のように整

理できる。まず、画面に登場する主人公の男女

の割合はほぼ同じであるが、ナレーターは男性

の方が多い。登場する女性の年齢は、想定され

る消費者よりも若いことが多い。また、広告の

中で演じられている役柄や職業については、女

性が主婦や母親など家庭内の仕事に従事してい

ることが多いのに対し、男性は労働者や商品紹

介者などの役柄であることが多い。さらに、登

場場面としては、女性は男性と比べて家庭内で

登場することが多く、男性は職場で登場するこ
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とが多いとされてきた。

しかしながら、これまでの広告におけるジェ

ンダーをめぐる先行研究には、いくつかの問題

点がみられる。まず、先行研究の多くは、アメ

リカ合衆国を中心とした欧米社会の広告におけ

るジェンダーを研究したものがほとんどであ

り、アジア諸国を対象にしたものは未だ多くは

ない。また、従来の広告におけるジェンダー研

究においては、当該社会のジェンダー構造が広

告に直接反映されている、という観点でとらえ

ているものが目立ち、アジアにおけるテレビ広

告研究の結果では、国によらず、男性は女性よ

り働く姿が多く描かれ、伝統的なジェンダー役

割観がまだ残っているとされる。しかし、社会

は変化しており、国によって男女の就業割合や

文化的側面に差異があるにも関わらず、こうし

た一面的な視点で広告表現におけるジェンダー

の役割をとらえていてよいのだろうか。

また、広告におけるジェンダー研究において

は、性ステレオタイプ描写の変容に関し、世界

で画一的な傾向が確認できていない。欧米で行

われた研究の結果によれば、近年、テレビ・コ

マーシャルにおける性ステレオタイプ的描写は

減少しているように思われる（Wolin 2003）。

また、先行研究の検討した結果（Bretl and 

Cantor 1988, Ferrante etal. 1988, Furnham and 

Skae 1997, Milner and Higgs 2004）において

も、アメリカやイギリス、カナダのテレビ広告

事例として、ステレオタイプ的描写は最近でも

見られるものの、減少してきているとされる。

しかし一方で、Lovdal（ 1989）, MacLin and 

Kolbe（ 1984）, Milner and Higgs（ 2004）に

よれば、アメリカやオーストラリアのテレビ広

告において、女性の伝統的な役割のステレオタ

イプ的な描写が増加していた。さらに、欧米社

会以外でも日本のテレビ・コマーシャルにおい

ては、伝統的な性ステレオタイプな描写が33年

間減少していなかった（坂元ら 2003）。そして、

タイの広告においても、働く女性の立場に変化

がみられていない（ポンサピタックサンティ 

2008）。このように、性ステレオタイプ的描写

の時代的変化については、研究の結果は一致し

ていない。この点からも、欧米社会以外の広告

に現れるジェンダー役割の分析調査する必要が

求められていることは明らかだろう。

また、広告におけるジェンダー役割の分野で

は、研究対象としてのテレビ広告研究が少な

く、プリント・メディアが76.9％であるのに対

し、テレビ・コマーシャルは15.4％だけしか選

ばれていない（Wolin 2003）。テレビは伝統的

なメディアとして大きな影響力を持って、世界

の広告費成長率から見ると、広告においてテレ

ビ・コマーシャルが占める制作費はかなりの割

合を占めているはずである。したがって、テレ

ビ広告の分析に、より注目する必要がある。

本研究は、以上のような観点から、アジアの

テレビ広告におけるジェンダー・イメージを通

じて、現在の広告におけるジェンダー役割のあ

り方を再確認しようとするものである。そし

て、アジアの広告に描かれるジェンダー役割を

通じて、社会と広告の関係性という長い論争に

決着をつけるための一歩となることを目指す。

また、比較社会学的視点からみれば、アジア

社会は多層的に構造化されており、もともと多

様な文化伝統と社会構造をもつ諸社会からなる

地域である（落合 2007）。このように多様な構

造をもつとともに、ダイナミックに変化してき

たアジア社会では、広告がアジア社会の変動の

あり方をいかに反映しているかの分析が重要な

課題となる。そして、アジア社会の変化に伴い、

現代広告の中でジェンダー役割がどう変化して

いるのかを検討したい。
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本研究では、こうした問題意識のもとで、日

本と中国の広告の国際比較を通して、内容分析

を中心とした従来の広告研究の立場とは異な

り、広告を取り巻く社会的背景として「ジェン

ダー役割」を位置づける、社会学的・文化論的

な観点から新たに広告の分析を試みる。

ここで、日本と中国を選択したのは、女性役

割という点で両国間に興味深い相違点があった

ためである。両国は、アジア諸国のなかでも、

女性の労働力率および女性の社会的地位という

点で相違が大きい。具体的には、中国はアジア

諸国のなかでも女性の労働力率が非常に高く、

女性の経済生活活動への参加の機会が多い。ま

た、年齢別女子労働力率からみれば、日本の女

性の労働力率はいまなおＭ字を描いているが、

中国は多くの欧米社会と同様、逆Ｕ字型になっ

ている。

World Bank（ 2023）によると、2022年の労

働力人口比率（ 15歳以の上人口に占める労働

力人口の割合）について、日本における男性の

労働参加率は73％であり、女性の労働参加率は

54％である。それに対して、中国における男性

の労働参加率は73％であり、女性の労働参加率

は61％である。女性の労働参加率の国際比較

からみると、日本より中国における女性の労働

参加率は高いが、近年、日本では女性の労働参

加率が上昇傾向にあるのに対して、中国では減

少傾向にある。全世界においては、中国と日本

との労働参加率が高い状態を維持しているとい

えるが、男女平等は進んでいると言えるだろう

か。

2022年のジェンダー・ギャップ指数では、

148カ国中に中国は第102位に、日本は第116位

に留まった。日本は2021年の120位より上がっ

たかのように見えるが、対象国が10カ国減って

おり、実質的に上がったといえない。主たる要

因は経済参画分野の落ち込みであり、コロナ禍

の 影 響 が あ っ た の は 明 ら か で あ る（ 浅 倉

2022）。日本では、根強く残る性別固定観念（ア

ンコンシャス・バイアス等）や各分野に組み込

まれている性差別、構造的なジェンダー不平等

の改革が極めて不十分であった（矢澤2022）。

日本に対する世界でのイメージは、今なお男権

社会のままである。家父長制的な男性中心社会

に潜在する差別解消の道は未だ険しいといえ

る。

世界中の広告費を見れば、Statista（ 2020）

によると、2019年世界一の広告市場はアメリカ

であり、順を追って中国、日本である。アジア

の中で、日本と中国とも広告の大国だといえ、

適切な研究対象だと考えられる。

また、これまでアジアにおいて、テレビ広告

におけるジェンダーについての比較研究がほと

んど存在していないことも指摘しておく必要が

ある。こうした状況のもとで、日本と中国をジ

ェンダーという視点から比較研究することは、

本研究のもつ重要な意味のひとつと考える。

さらに、日本の広告の国際比較において、ア

ジアにも視点を向けた研究が必要であり、日本

で生じつつある現象が他のアジア諸国でも生じ

ているのかどうかを検証する必要があるという

（石井2006）。本研究のように、テレビ広告に

おけるジェンダーに関し、日本と中国とで比較

したものは管見の限りほとんど存在しない。そ

の意味で、本研究はこれまでにない新しい知見

をもたらしうると考える。

以上で述べたテレビというマスメディアが大

衆生活に深く入り込んでいることを背景に、日

本と中国のテレビ広告におけるジェンダー役割

はどのように現れているのだろうか。広告にお

けるジェンダー描写は、現実を反映しているだ

ろうか。
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2. 調査方法

次に、本研究の調査方法について簡単にふれ

ておく。調査にあたっては、（1）広告サンプル

の収集と分析、（2）視聴者による信頼性の検証、

という2点の水準を高めることをとりわけ重視

した。以下、調査の具体的な内容について述べ

ておきたい。

（1）広告の内容分析

本研究の広告サンプルは2022年のものであ

る。広告サンプルの収集と分析の視点について

説明する。2022年8月から10月にわたり、日本

および中国において視聴率1 ～3位のチャンネ

ルで、プライムタイム（ 19 ～21時）に放映さ

れたＣＭを収集したものである。具体的に、日

本の場合は4（毎日放送）、8（関西テレビ）、10（読

売テレビ）チャンネルであり、中国では1（東

方衛視）、3（湖南衛視）、5（中央テレビスポーツ

チャンネル＜ CCTV5: 中央電視台体育頻道

＞）チャンネルを取り上げた。

その際、番組の提供者が1つの企業に偏らな

いように、毎日、各国で1つのチャンネルをラ

ンダムに選ぶとともに、視聴率の高い週末（金・

土・日）の番組に限定し、曜日と週がばらつく

よう任意に9週間（ 9回）の広告サンプルを収

集した。そして、各国で同じサンプリングの日

に収集されたものを比較し、広告はすべてコー

ド化し、SPSS を用いて分析した。

1つのサンプルは、ジェンダー役割に関する6

項目にコード化する。具体的には、各広告で1

人に限定した主人公（コマーシャル内での発話

が最も多く、スクリーン上で最も長時間登場し

ている人物）のみをコード化した。そのうえで、

広告における男女労働役割と関連のある以下の

6つの項目に焦点を当てることにした。1）「ナ

レーターの声」（a. 男性・b. 女性・c. なしと男

女両方）、2）「主人公のジェンダー」（a. 男性・

b. 女性）、3）「主人公の年齢層」（a.0 ～18・b.19

～35・c.36 ～50・d.51 ～）、4）「ジェンダーの

労働役割」（a. 働く・b. 働かない）、5）「職種」

（a. 上級と中間管理職と専門家［経営者、役員、

部長、課長、店長、技術者、教員、弁護士など］・

b. 事務と販売と非専門家［総務、経理、企画、

営業事務、小売店主、店員、外交員など］・c. そ

の他［a, b 以外の労働者、エンターテイナー、

他］）、そして、6）「職業に従事する以外の役割」

（a. 家族の役割［料理、掃除、育児、家族設定

でリラックス、美容など］・b. レクリエーショ

ン［食事、睡眠、読書、テレビなど］・c. 商品の

紹介者）である。両国の共同研究者とともに、

各国のＣＭについてそれぞれの項目がどれに当

てはまるかを選択した。

（2）視聴者による信頼性の検証

次に、広告に対する視聴者による信頼性の検

証方法について述べる。本研究者によるそれぞ

れのテレビ広告の分類（a, b, c 等）の妥当性と

信頼性を検証するため、一般の視聴者にも同様

の分類をしてもらった。対象者としては、各国

の様々な年齢と性別の視聴者を選択した。具体

的には、20代から50代の男女で、各国5名ずつ

選んだ。視聴してもらった広告サンプル数は、

各国で収集した広告のうち10％である。なお、

分類の際には、事前に共同研究者がそれぞれの

分析項目の定義を説明し、視聴に同伴して具体

的な意見も聞き取った。この検証は2022年の

11月から12月にかけて行い、対象者それぞれ

の所要時間は、45 ～60分であった。

1 ～6の項目について、対象者が分析者と同

じ分類（a, b, c 他）を選んだ数を数え、対象者

の人数（5名）で割り、100％に換算した。その
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結果、6つすべての項目において、本研究者と対

象者とで80％以上合致し本研究者による分析

の妥当性が確認できた。

3. 分析結果

計769本の広告サンプル中、日本は552本（71.8

％）、中国は217本（28.2％）である。変数間の

重要な関係についてはカイ2乗分析を用いて分

析した。集計結果とのクロス分析によって、（1）

広告におけるジェンダー表現、（2）各国の広告

におけるジェンダー役割、（3）日本と中国の広

告におけるジェンダー役割の比較、という3つ

の点を以下に示しておきたい。

（1）広告におけるジェンダー表現

まず、両国全体の内容分析結果から、広告に

おけるジェンダー表現について、ナレーター音

声、主人公の年齢層、主人公の性別について見

ていく。両国ともナレーターの声が男性である

広告の割合が女性より高い。ただし、両国間に

は有意な差が見られた（P ＜ .05）。日本の広

告では男性（ 56.5％）と女性（ 42.2％）とでナ

レーターの割合の差は大きくなかったが、中国

の広告においては女性（ 28.6％）のナレーター

より、男性（ 65.4％）のナレーターのほうが圧

倒的に多かった。さらに、主人公の性別により

ナレーターの性別が異なることが明らかになっ

た。男性ナレーターは、女性主人公の場合より

も、男性主人公の場合に多く、女性ナレーター

は、男性主人公の場合よりも、女性主人公の場

合に多かった。

次に、広告に登場している主人公の性別は、

両国全体でみると、男性主人公（ 53.5％）の割

合が女性主人公（ 46.5％）の割合とほぼ同じで

あった。国別には、日本の広告に登場する男性

主人公（ 52.3％）と女性主人公（ 47.7％）の割

合はほぼ同じであった。一方、中国の広告に登

場する男性主人公（ 57.2％）の割合は女性主人

公（ 42.8％）の割合より少々高いが、両国間に

は有意な差が見られなかった（P ＞ .05）。

また、広告に登場する主人公の年齢層に関し

ては、両国あわせて19 ～35歳（ 44.1％）の年

齢層の割合が最も高かった。36～50歳（41.6％）

の年齢層の割合も低くなく、中高年層の広告も

多いことがわかった。しかし、両国間で有意差

があることに注意したい（P ＜ .05）。具体的

には、日本の広告では、36 ～50歳（47.3％）の

年齢層の主人公がよく登場する。次いで19 ～

35歳（ 37.8％）の年齢層となっていた。一方、

中国の広告では、19 ～35歳（62.4％）の年齢層

の主人公が多く登場した。次いで36～50歳（24.9

％）の年齢層であった。さらに、広告に登場し

ている主人公が50歳以上の年齢層に対しては、

日本の割合（ 10.9％）は中国（ 5.8％）の２倍

であった。なお、0 ～18歳の年齢層に対する国

別差はあまりなかった。つまり、広告の主人公

を起用する際、両国でその年齢層が異なり、日

本では中高年層の人を、中国では若年層の人を

選択する傾向が見られた。

次に、表１は、日本のテレビ広告におけるジ

ェンダーと年齢についての分析結果である。広

告に登場している主人公の性別と年齢の分布を

みると、これらに有意な関係があった（P ＜

.05）。男性主人公は36 ～50歳（ 56.8％）の割

合が一番高く、次いで19 ～35歳（ 23.5％）で

ある。これに対し、女性主人公は19 ～35歳（56.8

％）の割合が一番高く、次いで36 ～50歳（23.5

％）と、性差があった。また、50歳以上におい

ては、男性主人公（ 17.0％）の割合が女性主人

公（4.1％）の割合を大きく上回っていた。
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表２は、中国のテレビ広告におけるジェンダ

ーと年齢についての分析結果である。中国で

は、男性主人公は19 ～35歳（ 56.6％）の割合

が一番多く、次いで36 ～50歳（26.3％）である。

また、女性主人公は19 ～35歳（ 70.3％）の割

合が一番高く、次いで36 ～50歳（23.0％）と、

性差がなかった。しかし、50歳以上の主人公の

割合から見ると、男性主人公の割合は10.1％で

あるのに対して、女性主人公の割合は0.0％と、

極端な差があった。

表１：日本のテレビ広告におけるジェンダーと年齢（％）

0 ～ 18 19 ～ 35 36 ～ 50 50 ～ 合計

男性 7（2.7） 62（23.5） 150（56.8） 45（17.0） 264（100）

女性 13（5.4） 129（53.5） 89（36.9） 10（4.1） 241（100）

P ＜ .05，（χ ²）日本＝ 62.226，df ＝ 3（有意差がある）。

表２：中国のテレビ広告におけるジェンダーと年齢（％）

0 ～ 18 19 ～ 35 36 ～ 50 50 ～ 合計

男性 7（7.1） 56（56.6） 26（26.3） 10（10.1） 99（100）

女性 5（6.8） 52（70.3） 17（23.0） 0（0.0） 74（100）

P ＜ .05，（χ ²）中国＝ 8.939，df ＝ 3（有意差がある）。

表３：日本のテレビ広告におけるジェンダーと労働役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

働く 34（12.9） 12（5.0）

働かない 230（87.1） 229（95.0）

合計 264（100） 241（100）

P ＜ .05，（χ ²）日本＝ 9.496，df ＝ 1（有意差がある）。

両国全体でみると、広告に登場する女性は男

性の場合より若い年齢層であった。日本では、

中高年層の男性主人公を、若年層の女性主人公

をよく起用しており、中国では、男女ともに若

年層の主人公をよく起用していた。また、男性

は女性よりも幅広い年齢層で登場していた。     

（2）各国の広告におけるジェンダー役割

まず、日本の広告におけるジェンダー役割に

ついて説明する。表３は、広告におけるジェン

ダーと労働役割に関する分析結果である。男女

合わせると、広告の中で主人公が働く割合（9.1

％）は働かない割合（ 90.9％）より少ない。性

別でみると、働く男性と働く女性の割合には有

意差があった。具体的には、働く男性主人公の

割合（ 12.9％）は働く女性主人公（ 5.0％）よ

り多く、働かない女性主人公の割合（ 95.0％）

は働かない男性主人公（ 87.1％）より多い。つ

まり、日本では性別による労働役割についての

違いがあることが分かった。
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次に、表4は、日本の広告におけるジェンダ

ーと職種に関する分析結果である。男女あわ

せ、主人公の職種が上級・中級管理職と専門家

という高いレベルの職種の割合は45.7％、事務

と販売と非専門家という中レベルの職種の割合

は30.4％、その他の職種の割合は23.9％であっ

た。また、表4から、主人公の性別と職種には

有意な関係があることがわかった。具体的に

は、高いレベルの職種である男性主人公の割合

（ 58.8％）は女性主人公（ 8.3％）をはるかに

上回っていた。また、女性主人公は男性主人公

より、主に中レベルの職種とその他の職種とな

っており、日本では性別による職種の役割につ

いての違いがあることが分かった。

表４：日本のテレビ広告におけるジェンダーと職種（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

高いレベル 20（58.8） 1（8.3）

中レベル 8（23.5） 6（50.0）

その他 6（17.6） 5（41.7）

合計 34（100） 12（100）

P ＜ .05，（χ ²）日本＝ 9.135，df ＝ 2（有意差がある）。

表５：日本のテレビ広告におけるジェンダーと有償労働以外の役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

家族 30（13.0） 42（18.3）

レクリエーション 34（14.8） 29（12.7）

商品紹介者 166（72.2） 158（69.0）

合計 230（100） 229（100）

P ＞ .05，（χ ²）日本＝ 2.592，df ＝ 2（有意差がない）。

そして、表５は、日本の広告におけるジェン

ダーと有償労働以外の役割に関する分析結果で

ある。男女あわせ、主人公が家族の場面に出る

割合は15.7％、レクリエーションの割合は13.7

％、商品紹介者としての割合は70.6％であっ

た。表５によれば、主人公の性別と有償労働以

外の役割には有意差がなく、日本では性別によ

るこれらの違いがないことが分かった。

日本のテレビ広告におけるジェンダー役割に

ついての内容をまとめると、性別間の労働役割

および職種に有意差はあるが、有償労働以外の

役割の有意差はなかった。具体的に、労働役割

に対して、働く男性主人公の割合（ 12.9％）は

働く女性主人公（ 5.0％）より多く、働かない

女性主人公の割合（ 95.0％）は働かない男性主

人公（87.1％）より多かった。職種に関しては、

高いレベルの職種である男性主人公（ 58.8％）

は女性主人公（ 8.3％）をはるかに上回ってお
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り、女性主人公は中レベルの職種とその他の職

種が多く、女性は男性より中レベルやその他の

仕事に就くイメージが強かった。これに対し

て、有償労働以外の役割に対しては性別の有意

差はなく、男性主人公と女性主人公とも商品紹

介者として最も多く登場した。

次に、表６は、中国の広告におけるジェンダ

ーと労働役割に関する分析結果である。男女あ

わせて、主人公が働いている割合は12.7％、働

いていない割合は87.3％であった。表６によれ

ば、主人公の労働役割は性別による有意な関係

がなく、中国では性別による労働役割について

の違いがないことが分かった。

表７：中国のテレビ広告におけるジェンダーと職種（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

高いレベル 3（20.0） 0（0.0）

中レベル 3（20.0） 6（85.7）

その他 9（60.0） 1（14.3）

合計 15（100） 7（100）

P ＜ .05，（χ ²）中国＝ 8.632，df ＝ 2（有意差がある）。

表６：中国のテレビ広告におけるジェンダーと労働役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

働く 15（15.2） 7（9.5）

働かない 84（84.8） 67（90.5）

合計 99（100） 74（100）

P ＞ .05，（χ ²）中国＝ 1.236，df ＝ 1（有意差がない）。

また、表７は、中国の広告におけるジェンダ

ーと職種の役割に関する分析結果である。男女

あわせて、主人公が上級・中級管理職と専門家

という高いレベルの職種である割合は13.6％、

事務と販売と非専門家という中レベルの職種で

ある割合は40.9％、その他の職種である割合は

45.5％であった。表7のとおり、主人公の性別

と職種には有意差があった。具体的には、高い

レベルの職種である男性主人公の割合（ 20.0

％）は女性主人公（0.0％）より圧倒的に多く、

中レベルの職種である女性主人公の割合（ 85.7

％）は男性主人公（ 20.0％）より極端に多かっ

た。また、その他の職種である男性主人公の割

合（ 60.0％）は女性主人公（ 14.3％）より多か

った。このように、中国では性別による職種の

役割についての違いが大きいことが分かった。
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そして、表８は、中国の広告におけるジェン

ダーと有償労働以外の役割に関する分析結果で

ある。男女あわせて、主人公が家族の場面に出

る割合は26.1％、レクリエーションの割合は

28.8％、商品紹介者としての割合は45.1％であ

った。表８から、主人公の性別と有償労働以外

の役割には有意差がなく、中国では性別による

有償労働以外の役割についての違いがないこと

が分かった。

表８：中国のテレビ広告におけるジェンダーと有償労働以外の役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

家族 17（19.8） 23（34.3）

レクリエーション 27（31.4） 17（25.4）

商品紹介者 42（48.8） 27（40.3）

合計 86（100） 67（100）

P ＞ .05，（χ ²）中国＝ 4.138，df ＝ 2（有意差がない）。

表９：日本と中国のテレビ広告におけるジェンダーと労働役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

日本 中国 日本 中国

働く 34（12.9） 15（15.2） 12（5.0） 7（9.5）

働かない 230（87.1） 84（84.8） 229（95.0） 67（90.5）

合計 264（100） 99（100） 241（100） 74（100）

P ＞ .05，（χ ²）男性＝ .319，df ＝ 1（有意差がない）、P ＞ .05，（χ ²）女性＝ 2.005，df ＝ 1（有意差がない）。

中国のテレビ広告におけるジェンダー役割に

ついてまとめると、性別間で職種の有意差はあ

ったが、労働役割および有償労働以外の役割の

有意差はかった。職種において、女性主人公は

上級・中級管理職に働くことが少なく、事務と

販売と非専門家に働く割合が男性主人公より大

きく上回っていた。労働役割と有償労働以外の

役割には平等性が見られたが、中国も日本と同

様、女性主人公は中レベルの仕事に就く傾向が

強くみられた。

（3）日本と中国の広告におけるジェンダー役

割の比較

表９は、両国におけるテレビ広告に登場して

いる主人公の性別と労働役割に関する分析結果

である。両国合わせてみると、女性主人公が働

く割合は6.0％であり、男性主人公の割合は13.5

％であった。しかし、表９に示したとおり、労

働役割における性差は両国間で有意差がなく、

両国で労働役割についての違いが見られないこ

とが分かった。
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次に、表10は、テレビ広告に登場している主

人公の性別と職種に関する分析結果である。男

性主人公の職種には、両国で違いが見られた。

具体的に、日本の広告では上級・中級管理職と

専門家という高いレベルの職種である男性主人

公の割合が比較的高かった（ 58.8％）。ところ

が、中国の広告ではその他の職種である男性主

人公の割合が圧倒的に多かった（ 60.0％）。そ

の一方で、女性の職種に関しては、両国間に有

意差がなく、両国の女性主人公の職種はほぼ同

じであった。

表 10：日本と中国のテレビ広告におけるジェンダーと職種（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

日本 中国 日本 中国

高いレベル 20（58.8） 3（20.0） 1（8.3） 0（0.0）

中レベル 8（23.5） 3（20.0） 6（50.0） 6（85.7）

その他 6（17.6） 9（60.0） 5（41.7） 1（14.3）

合計 34（100） 15（100） 12（100） 7（100）

P ＜ .05，（χ ²）男性＝ 9.499，df ＝ 2（有意差がある）、P ＞ .05，（χ ²）女性＝ 2.526，df ＝ 2（有意差がない）。

表 11：日本と中国のテレビ広告におけるジェンダーと有償労働以外の役割（％）

テレビ広告に登場する男性 テレビ広告に登場する女性

日本 中国 日本 中国

家族 30（13.0） 17（19.8） 42（18.3） 23（34.3）

レクリエーション 34（14.8） 27（31.4） 29（12.7） 17（25.4）

商品紹介者 166（72.2） 42（48.8） 158（69.0） 27（40.3）

合計 230（100） 86（100） 229（100） 67（100）

P ＜ .05，（χ ²）男性＝ 16.031，df ＝ 2（有意差がある）、P ＜ .05，（χ ²）女性＝ 18.251，df ＝ 2（有意差がある）。

表11によれば、テレビ広告に登場している主

人公の性別と有償労働以外の役割には両国間の

違いが見られた。具体的には、男性主人公が有

償労働以外の役割について、日本（ 72.2％）も

中国（ 48.8％）も男性主人公が商品紹介者とし

て登場している姿が一番多かった。しかし、中

国では、男性主人公が家族の場面（ 19.8％）に

もレクリエーションの場面（ 31.4％）にも日本

より多く登場していた。男性の有償労働以外の

役割に関して、両国間で有意差があることがわ

かった。

また、有償労働以外の役割については、女性

主人公が商品紹介者として、日本と中国それぞ

れ69.0％、40.3％と、一番多く登場していた。こ

れに対し、中国では家族（ 34.3％）とレクリエ

ーション（ 25.4％）の場面に登場している女性

主人公の割合が、日本よりも高かった。女性の

有償労働以外の役割に関しても、両国間で有意

差があることがわかった。
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上記日本と中国の比較から、テレビ広告にお

けるジェンダー役割についての内容をまとめる

と、労働役割に対して、男女とも両国間の有意

な違いが見られなかった。また、女性主人公の

職種についても両国間の違いが見られなかっ

た。その一方、男性主人公の職種については両

国間で違いが見られ、日本では高いレベルの職

種である男性主人公の割合が比較的高かった

が、中国ではその他の職種である男性主人公の

割合が圧倒的に高かった。また、有償労働以外

の役割に対しては、男女とも日本と中国で有意

差が見られた。日本の広告の男女主人公は、中

国より商品紹介者として登場している姿が一番

多かったが、中国の広告では日本より家族とレ

クリエーションの場面に登場する割合が多かっ

た。

3. 考察

以上の調査結果から、以下のように、（1）テ

レビ広告とジェンダーの一般的傾向の考察、

（ 2）各国の広告におけるジェンダー役割の考

察、（3）国間の広告におけるジェンダー役割の

考察を行なった。

（1）テレビ広告とジェンダーの一般的傾向の

考察

延島（1998）によると、欧米のテレビ広告で

は、テレビ・コマーシャルにおけるナレーター

は男性の方が多いと言われている。章（2022）

も、中国では、全体的に男性の方が多いと述べ

ている。今回の調査結果においても、先行研究

同様、日本と中国とも、ナレーターは男性が女

性より多く、中国の場合はその性差が大きくで

ていた。また、主人公の性別とナレーターの性

別との関係についての結果を見ると、いわゆる

「同性同士の法則」が成立していることが分か

る。つまり、男性主人公の広告ではナレーター

が男性であることが多く、女性主人公の広告で

は逆に女性ナレーターが多い。これは、広告商

品がいずれかの性を対象としていることが多

く、広告に対する注意を視聴者と同性の主人公

やナレーターによって喚起しようとしているた

めと考えられる。

また、広告に登場している主人公の性別と年

齢においては、男性主人公と女性主人公とで有

意差があった。日本と中国ともに、19 ～35歳

で女性主人公の割合が高く、36歳以上で男性主

人公の割合が高かった。両国とも女性は若いこ

とが多く、中高年層であることが少なかったの

である。

性別と年齢に関して、鈴木（1992）によれば、

日本の広告モデルに見られる特徴として「若さ

志向」と「かわいさ志向」があることを指摘し

ており、特に女性広告モデルは20代が非常に多

いことを確認している。章（2022）によると、

中国の広告における登場人物では、男性よりも

女性の方が若年層に偏っており、男性では「中

年・大人」が最も多く登場しているが、女性で

は「若者・青年」が一番多く登場していると述

べている。これも今回の研究結果と一致してい

る。

以上のように、日本と中国の広告におけるジ

ェンダーの表現は、これまでの広告におけるジ

ェンダー研究の結果と、ほぼ一致している。

（2）各国の広告におけるジェンダー役割の考

察

日本と中国、各国のテレビ広告におけるジェ

ンダーの役割、職種、そして、有償労働以外の

役割の結果考察について分析を行う。

まず、広告におけるジェンダー役割に対し
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て、日本の広告に登場している働く男性と働く

女性の割合には違いが見られたが、中国の広告

では男女の役割に違いが見られなかった。実際

の日本の労働参加率は男性で73％であり、女性

で54％である。そして、中国の労働参加率は男

性で73％、女性で61％であり、両国とも現実の

男性の労働参加率が女性より高い。日本の場合

は現実と同様であったが、中国では現実と異な

っており、広告が現実社会の労働参加率をその

まま反映しているわけではないといえる。

日本では1995年、職務上の責任と家族での責

任の両立を図る措置をとることになった。1999

年には、男女共同参画社会の形成を21世紀の最

重要課題と位置づけ、法律が制定されたが、依

然として家事・育児は女性が負担すべきものと

する固定的な役割分担意識が根強かった。女性

は働いても、経済的に自立することはできなか

った。山口（2017）によれば、男女の雇用機会

の平等が進展しない大きな理由の一つに、「夫

は家計に、妻は家事・育児に主たる責任がある」

とする伝統的分業の強い存続があると指摘され

ている。また、富永（2011）によると、女性と

いうことで家事・育児・介護の責任者とされる

ため、多くの女性は結婚や出産、親の高齢化で

生きる手段である仕事を奪われるという結果に

なっている。このような現実の労働参加率が広

告に反映されていると考えられる。

一方中国では、坂部（2021）によれば、計画

経済期に政府が徹底的に実行した「女性解放」

により、女性は高い就業率を保ち、「男女平等」

就業の合法性を確保しただけでなく、「就業」

そのものが女性にとって政治的身分を獲得する

重要な礎になっていた。また、近代の社会主義

的推進期において、中国では女性の労働力化が

進められ、一定の女性の社会進出という意識を

もたらした。さらに、女性の文化や教育状況が

ある程度改善し、外国からの新しい思想など、

伝統的な観念に反したライフコースを選択でき

るようになった。このような女性の社会進出の

意識が高まってきている。これらの意識から、

中国の広告においては、男女の働く割合や労働

役割についての違いが少なく、人々の意識を反

映していると考えられる。

次に、広告における職種の役割について、両

国ともテレビ広告に登場している主人公の性別

と職種には有意差があった。日本の広告では、

高いレベルの職種に登場しているのは男性主人

公の場合がはるかに多く、中レベルの職種とそ

の他の職種には女性主人公が多く登場してい

た。中国の広告でも同様の傾向が見られた。

延島（1998）は、日本の広告における服装に

関して、男性はスーツ姿が多いのに対し、女性

はカジュアルな姿が多いことを指摘している。

また、日本の広告において、保険、銀行などで

男性が女性より多く登場し、情報通信関係、金

融関係商品の広告においては、男性が仕事と関

連する役柄で登場する場合が多いと述べてい

る。そして、日本の女性たちの多くは、ジェン

ダー差別を背景とした、短い勤続期間、定型的

または補助的な仕事、低賃金という三つ要因が

連動する職場の中で働き続けてきた（熊沢

2000）。同じ能力の男女がいれば昇進の時は男

性が有利であり、人々の意識の奥には、「男性の

方が女性より仕事に専念できるし、伸びやす

い。やはり男性の方が仕事はできる。」と思っ

ている、と指摘されている。こういった背景の

ため、仕事をしている男性像は女性の場合より

共通性や信頼性を視聴者に訴えやすいと考えら

れ、広告の中で仕事に従事する男性は女性より

多く、高い職種の仕事にも男性の方が就きやす

いと考えられる。

また、章（2022）によると、中国の広告では、
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広告主関係者や専門家・権威者として登場する

割合は、いずれも女性より男性の方が高く、特

に専門家・権威者として登場する場合は、女性

の登場率は男性の1/10近くであることを指摘

している。

さらに、広告における有償労働以外の役割に

関して、延島（1998）の研究では、女性は家庭内、

男性は家庭外の役柄に従事することが多いこと

を確認している。しかし、本研究においては、

日本と中国のテレビ広告に登場している主人公

の性別と有償労働以外の役割には有意差がな

く、男女は有償労働以外の役割において平等で

あった。これはなぜだろうか。

ポンサピタックサンテイ（2023）は、アジア

のテレビ広告の中に、家庭内で家事をする男性

の姿が表象される割合は増加傾向にあると指摘

している。日本では、近年、家庭内の役割のジ

ェンダー差別に関してネット上で拡散され「炎

上」するケースがいくつも生じている（瀬地 

2020）ため、ＣＭでは家事をする男性の登場人

物が多くなっている。家事は女性だけするもの

ではなく、男性も家族の一員として家事を分担

するべきだという考え方が広がり、伝統型の「主

婦とサラリーマン」と真逆の「キャリアウーマ

ンとイクメン」という構図が存在しているとの

指摘もある（章2022）。女も仕事、男も家事と

いう男性と女性の役割が変化してきたのは、雇

用労働への従事により、男女平等の達成に近づ

きうるとする視点において、本研究との共通性

がある。さらに、日本では経済的な事情から既

婚女性が働きに出ざるを得ないのが時代の趨勢

である（木本 2018）。

中国の広告の中に「女は内」というステレオ

タイプ的イメージが存在しているが、職場に登

場している女性は以前より増加し、男性が家庭

の場面に現れる割合も多くなった（張 2007）。

これは、中国の社会経済特徴、現代文化背景に

よるものである。中国は古くから家父長制社会

で、家庭内の平等化があまり進化していない。

しかし、改革開放以降は、労働力不足のため女

性も社会に進出するようになった。また、教育

の展開が伝統的な固定観念から人々の思想を解

放し、家庭の維持は女性だけでなく、男性の力

も必要であるという意識が高まり、男性は主動

的に家事をするようになった（牛2020）。この

ように、中国では家庭内の平等化を徐々に促進

させている。

（3）国間の広告におけるジェンダー役割の考察

両国間のテレビ広告におけるジェンダーの役

割、職種、そして、有償労働以外の役割の違い

について調査結果を考察する。

まず、ジェンダーの役割に対して、両国間で

主人公の性別と労働役割の関係には有意差が見

られなかった。日本と中国とで労働力率の違い

があるにもかかわらず、テレビ広告における男

女の役割の違いがないのは、非常に興味深い。

これらは、社会や人々の意識の変化が関連して

いると考えられる。

渡邊（2012）によれば、日本の広告表現から、

女性が男性に求める主な条件は、「家族を養う

経済力があること」から「家事・育児に協力的

であること」へと変化していることが分かっ

た。この背景には、女性の社会進出が一般化し

たことにより、女性は男性に依存しなくなった

ことがあると言えよう。1970年代以降、女性の

社会進出に伴い、男性と対等な立場を主張し、

女性のたくましさをアピールする表現が急増し

た。西村（2002）は、1990年代以降の日本にお

いて、女性の労働市場への参入、共働き世帯の

増加などによる職場と家庭の分断の変化や、男

女の役割意識の変化により、多様な新しいジェ
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ンダー秩序が形成されてきていると指摘してい

る。そして、岩間（2008）によれば、日本社会

の既婚女性は、ライフコース上の位置によって

変化する家族のニーズに合わせる形で、労働市

場から退出したり再参入したりする。このよう

に、テレビ広告の中で、男女の働く割合が平等

化してきているのは、現実の男女のライフスタ

イルの変化と常に密接な関係にあるためと考え

られる。

また、近代化に目覚めた20世紀初頭の中国で

は、学校教育普及の政策と連動させて、女子に

家事労働の基本を身につけさせようとしてい

た。1949年に中華人民共和国が成立すると、女

性労働力が必要とされるようになった。「女は

天の半分を支える」というスローガンが掲げら

れ、農村から都市まで家事労働の大幅な社会化

が進められ、女性も男性と同様の社会生産に携

わるようになった。改革開放以来、人々は物質

享受と精神享受を追求し、消費観念が変わっ

た。2007年から「她経済（女性経済）」が盛ん

になり、女性たちはライフコースの変化を求

め、自身の経済能力もそれに合わせて向上し、

社会に進出してきている。

さらに、落合（2007）によれば、中国は多く

の欧米社会と同様に、2000年国別年齢別女子労

働力率のパターンが逆Ｕ字型になっている。こ

れは、女性は結婚しても、子供を産んでも、仕

事を辞めずに夫と同じく働くということであ

る。そして、中国の広告における女子は家庭と

いう小さい範囲から出て、社会労働者として

様々な働く場面に現れる。

現在、日本と中国では、社会の進展とともに、

女性の労働力が必要とされている。女性自身

も、社会の影響を受け、家庭の範囲から脱出し

て男性と同様に働き、新しいライフコースを選

択するようになった。このように、男女平等が

進んでいくとともに、両国の広告に現れるジェ

ンダーの役割に違いがなくなってきたと考えら

れる。

次に、職種の役割について、男性主人公と職

種には違いが見られた。日本の広告では男性主

人公が高いレベルの職種である割合が比較的高

かったが、中国の広告ではその他の職種である

割合が圧倒的に高かった。その一方で、女性主

人公と職種には違いが見られなかった。日本と

中国ともに、女性主人公が中レベルの職種の仕

事に携わっていて、高いレベルの職種の仕事に

就く割合が低かった。

このように、職務配置に男女の格差が存在す

ることが示された。両国の広告から、男性は女

性より職場の場面で高い地位にあることが見え

た。なぜ広告には職種に対する差異が現れたの

だろうか。

アジアにおいて「男は外、女は内」は主流の

観念である。章（2022）は、中国のＣＭにおい

て、物事に対し権威や知識を持つ専門家役に男

性が圧倒的に多く起用されていると指摘してい

る。これは「男性＝権威があって信頼できる」

というイメージを再生産することになる。そし

て、侯（2021）によると、日本社会の男性が職

場の中で高い地位を保つことが、日本の経済シ

ステム、労働市場やジェンダー文化に影響を及

ぼしている。

テレビ広告に登場する女性は、日本と中国と

も、高いレベルの職種に就く場合がかなり少な

い。その原因として一番大きいのは「男は仕事、

女は家事」という伝統的な封建思想が深く生活

の中に根付いているからであろう。Chenevert 

and Tremblay（ 2002）は、女性管理職の割合

が少ないことの原因として、人的資本要因、家

族要因、社会経済的要因、仕事意欲要因、業種

などの5つの要因のうち、仕事意欲要因、業種
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などの職場要因が大きな影響を及ぼしていると

指摘している。これは、女性労働者に対する差

別の拡大原因ともなり、女性に対する職種の一

層の周縁化をもたらす要因となっている。

また、水谷（2008）によれば、近現代家父長

制における性別役割分業のもとで、女性たちは

いわゆる「無償労働」としての家事・育児責任

を負担せざるを得ず、労働市場において男性並

みの労働条件を満足できず、職場でも男性に経

済的に従属せざるを得ない劣位な立場に置かれ

ている。そして、脇坂（2018）も、女性管理職

育成を妨げる大きな要因は出産であると指摘し

ている。育児と仕事を両立できるかどうかは女

性にとって重大関心事であり、女性の昇進スピ

ードと関連していると考えられる。

さらに、両国における主人公の性別と有償労

働以外の役割には国間の違いが見られた。男女

とも商品の紹介者である割合は、中国より日本

の方が高く、日本のテレビ広告の約6 ～7割は、

商品の紹介者として芸能人やスポーツ選手など

のタレントを起用していた。これに対し、中国

では男女とも日本より低く、商品の紹介者は4

割程度にとどまった。このように、両国の有償

労働以外の役割の違いが見られた。

4. おわりに

以上述べたとおり、日本と中国の広告におけ

るジェンダー配置の一部は、欧米の広告におけ

るこれまでのジェンダー研究の成果とほぼ一致

している。たとえば、ナレーターの男女比につ

いて、男性が女性を大きく上回っていた。広告

で重宝されているのは若い女性であり、男性は

家庭外の役割に従事することが多く、女性は外

で働く役割が少なかった。

日本と中国は伝統的な家父長制社会であり、

「男は仕事、女は家事」という性別役割分業体

制が今までも深く根付いている。広告における

ジェンダー描写にもこれが一部反映されてお

り、「男尊女卑」の古い考え方がまだ消去され

ていない状態にあると言えるだろう。しかし、

広告上は男女間で労働役割に有意差は見られ

ず、経済の発展と男女意識の向上の影響が見ら

れた。

労働役割に関して、日本の広告に登場してい

る主人公が働く割合は現実と同様であるが、中

国では現実社会の労働参加率を反映していな

い。このように、広告は必ずしも現実の社会を

反映しているとは言えない。

また、働く男女の職種の役割について、日本

と中国とで共通しているのは、男性は高いレベ

ルの仕事に就き、女性は中レベルとその他の仕

事に就くことが多い点であった。それは、人々

の意識の奥にある「男性の方が女性より権威を

持つという」意識に対し、共通性や信頼性を訴

えやすいためと考えられ、ジェンダー差別の再

生産につながっている。

さらに、有償労働以外の役割について、日本

と中国とで同じく男女の違いが見られず、ジェ

ンダー平等が表れていた。法律や社会政策の保

護で、女性は家庭だけでなく社会にも進出して

きている。教育の向上、社会観念の変化などで、

家事は女性だけがするものではなく、男性も家

族の一員として家事をするべきだという考え方

が広がっているためである。

日本と中国の広告の中において家庭内で男女

の平等化が見えるのは、家事をする男性と仕事

をする女性の姿が増加する傾向があるためと考

えられる。これも「男は仕事、女は家事」とい

う従来の役割分業が徐々に解体し、新しい役割

分業の形が確立されつつあることを反映してい

ると考えられる。また、女も仕事、男も家事と、
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男性と女性の役割が変化してきたのは、男女平

等の促進に応じた社会の進歩という視点におい

ても意味があると考えられる。

以上のように、本研究の分析結果から、広告

において「男は仕事、女は家庭」というステレ

オタイプ的なイメージが多く見られた先行研究

と異なり、日本と中国の広告における主人公

は、家事をする男性と仕事をする女性が増え、

テレビ広告におけるジェンダーの平等性が見ら

れることが分かった。このように、広告におけ

るジェンダー役割が現実を完全に反映しなくな

ってきていることがわかった。

また、中国では、性別による労働役割が平等

化されていて、有償労働以外の役割において

は、日本と中国ともに平等化されていた。この

ように、これまでの研究結果と異なり、広告に

おけるジェンダー役割の特性は、仕事をする女

性と家事をする男性が現れ、したがって、本研

究の事例として、アジアのテレビ広告における

ステレオタイプ的な描写が減少していると考え

られる。

本研究では、日本と中国の比較により広告に

おけるジェンダー役割を考察したが、こういう

状況を深く理解するため、各国の社会経済環境

や文化背景などを理解しておく必要がある。ま

た、本研究の分析データは2022年だけの広告に

おけるジェンダー役割の結果のため、当該の時

代の役割変化を十分説明することができていな

いかもしれない。このように、変化している社

会の中で、広告においてもジェンダー役割につ

いて継続研究が大切であると考える。そして、

アジアの広告の事例として、広告に現れる性ス

テレオタイプ描写が増加しているか減少してい

るかということが重要な課題となる。また、今

回は日本と中国に限定したが、アジア圏に属す

る諸国との比較研究も重要課題である。

さらに、グローバル化に伴い、海外の文化や

価値観も自国に影響を及ぼしている。また、近

年のコロナ禍による社会の変化や、ネット上で

の 炎 上 広 告 の 影 響 な ど も 拡 大 し て い る。

LGBTQ の発展とともに、ジェンダーは多様化

し、古い考え方は徐々に消えていき、ジェンダ

ーフリーに進化しているのかもしれない。

［付記］本研究は、「2021年度科学研究費補助

金（基盤研究 C）21K01934および2024年度科

学研究費補助金（基盤研究 C）24K05242『アジ

アのテレビ広告におけるジェンダー役割の国際

比較』」による研究成果の一部である。また、

この場を借りて、各国の共同研究者に深謝の意

を表したいと考えている。
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〈研究ノート〉

はじめに

サンフランシスコ平和（講和）条約が1952

年4月28日に発効した以後、日本本土は改めて

独立国としての地位を回復したが、沖縄は、領

土の最終処分権は日本に属するものの、施政権

は米国が持つとされ、米国による統治が継続す

ることとなった。そして、同条約発効の5年後、

「琉球列島の管理に関する行政命令」という名

の「大統領行政命令10713号」1（以下「行政命令」

という。）が発令され、高等弁務官制が導入さ

れた。この発令日である1957年6月5日から米

軍統治が終了する1972年5月14日までが沖縄

における「高等弁務官時代」と称されるもので

ある。

日本国憲法の適用が排除されたこの高等弁務

官時代の沖縄では、日本本土とは全く異なる特

殊な法空間であることに起因する、本土では考

えられないような法的紛争・事件が発生する。

その1つが「サンマ裁判」及び「友利裁判」の

名で知られる二つの裁判の米国民政府民事裁判

所（以下「民政府民事裁判所」という。）への

移送問題、いわゆる裁判移送問題であった。

本稿では、この裁判移送問題の推移につい

て、現地紙の当時の報道内容を基本としつつ、

これに随時各種資料を重ね合わせながら、今に

至るまで十分に解明されてこなかったと考えら

れるいくつかの局面における問題について改め

て検討する。なお、既存の資料ではその解明に

限界がある部分については、筆者の推論が多く

含まれることを予めお断りしておきたい。

１．裁判移送問題とは

裁判移送問題については既に多くの論考があ

り、その経緯について詳細にまとめたものも少

なくない。以下、本稿の理解に必要な限りにお

いて、そのような先行研究 2 に全面的によりな

がら、裁判移送問題について、まず大まかなス

ケッチをしておきたい。　

裁判移送の対象となったのは、琉球政府裁判

所の上訴審である上訴審裁判所に係属してい

た、いわゆるサンマ裁判及び友利裁判である。

前者のサンマ裁判は、第一サンマ事件のそれ

と第二サンマ事件のそれに分かれるが、問題と

なったのは第二サンマ事件である。原告は琉球

漁業株式会社であり、原告の主張は、課税物品

表に記載のないサンマ、マグロ等の大衆魚につ

いて、琉球政府の指導に従って納税したが、そ

の結果、二万四千ドルの過誤納となったとし

て、その返還を求めたものであった。原告は、

課税物品表を掲げる物品税法（ 1952年立法第

*相馬　清貴
Kiyotaka SOMA

米軍統治下沖縄の裁判移送問題の経緯に関する再検討
―現地紙の報道などから浮かび上がるもの―

*長崎県立大学地域創造学部教授
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43号）を改正した1958年布令第17号を更に改

正した布令（改正第3号）は、法の下の平等、

法律不遡及の原則に反し、行政命令に規定する

「高等弁務官は、…法の手続きによらない不当

な捜索並び押収及び生命、自由又は財産の剥奪

からの保障を含む基本的自由を保障しなければ

ならない」（第12節）に違反すると主張した。

この事件の被告は琉球政府であり、その主張

は、課税物品表になくとも、原告主張の物品は

例示的に記載された魚介類から類推して課税品

目に該当すること、法の定める手続があれば遡

及的に課税を有効としても不当ではないこと、

そして三権の最高権限を持つ弁務官の発した布

告布令の効力を審査する権限は琉球政府裁判所

にはない、等であった。

一審である中央巡回裁判所は、琉球政府の主

張する類推適用を認めず制限列挙説を取り、ま

た改正第3号は違法無効な徴税を遡って合法化

するものであって行政命令第12節に違反する

こと、更に琉球政府裁判所にも行政命令に抵触

する下位規範の効力を否定する権限があるとし

て、原告勝訴の判決を下したが、これに対し被

告である琉球政府が上訴裁判所 3 に上告してい

たものであった。

後者の友利裁判は、1965年に行われた琉球立

法院議員選挙で、立候補した友利隆彪が、中央

選管から布令第68号「琉球政府章典」に規定

する欠格事由、即ち「重罪に処せられ、または

破廉恥罪にかかる罪に処せられた者」に該当す

るとして選挙では最高得票を得るなどしていた

ものの失格とされたことに関する事件である。

友利は1963年の立法院議員選挙の際、立法院議

員選挙法第182条所定の選挙の自由妨害罪で50

ドルの罰金に処せられており、その事実が「重

罪に処せられ」た者に当たるとされた。友利は、

中央選挙管理委員会（以下「中央選管」という。）

に異議申立てをして棄却され、中央巡回裁判所

に提訴した。原告である友利の主張は、重罪の

定義は琉球政府章典（以下「章典」という。）

において示されておらず、またそれが1年以上

の自由刑に当たるとしても、現実に科せられた

刑により判断すべきであること、また、章典の

規定は行政命令の基本精神に反して効力を失

い、当然章典から削除されるべきところ、形式

的に存在しているにすぎず、1956年の立法院議

員選挙法では、このような欠格条項が全面廃止

されており、章典の規定は実効性を失ってい

る、等であった。

一方、被告側の主張は、重罪とは法定刑のこ

とを指すのが確立された原則であり、原告の犯

罪は章典にいう欠格事由に当たること、また布

令と民立法の効力については布令が優先するこ

とも確立された原則である、等であった。

中央巡回裁判所は、重罪の意義は法定刑であ

ることが米国の多数の州の取る基準であるこ

と、そして章典における重罪の定義も法定刑で

あること、一方で章典は、行政命令の規定に反

し、違法無効であって、仮に無効でないとして

も民立法である立法院議員選挙法が優先すべき

であること等を判示し、原告勝訴の判決を下し

た。これに対し被告である中央選管が上訴裁判

所に上告していたものであった。

事件のあらましは以上の通りであるが、高等

弁務官は、この二つの事件について、民政府民

事裁判所に移送するよう命令を下した。移送の

理由は「琉球政府裁判所が民政府の発した布令

の効力を審査しこれを無効とすることは米国の

安全・財産・利益に影響を及ぼす」というもの

であった。

移送が持ち上がった1966年当時、住民側によ

る長年にわたる自治権拡大の強い要求の1つの

結果として、3月には立法院による最初の主席
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選挙が行われるなど、住民自治の一定の前進が

見られていた。1964年に着任したワトソン高等

弁務官も池田勇人首相との会談で「沖縄住民の

心をつかむことが大切」などと発言しており4、

前任者のキャラウエイと違い「柔軟政策」の方

針を取っていると見られていた。したがって、

総じてそれまで沖縄の人々から比較的好意をも

って迎えられていたワトソンがこのような強権

的な命令を下したことに、沖縄の世論は強く反

応した。移送命令が報道されると世論は沸騰

し、この命令に従った琉球政府上訴裁判所に非

難が集まる一方、米国民政府（以下「民政府」

という。）に対しても、「自己の統治目的に利用

する、きわめて不当な措置である」（「沖縄大百

科辞典」中「裁判移送問題」）として強い抗議

が集まることとなった。「沖縄の全裁判官によ

る異例の命令撤回要請、立法院の抗議と撤回要

求決議などのほか、各市町村議会、各種二十数

団体により結成された＜裁判移送撤回共闘会議

＞主催の裁判移送撤回要求県民大会に数万の住

民が参加」（同上）するなど、沖縄は、1950年代

の軍用地接収の際に発生した「島ぐるみ運動」

の再来ともいえる様相を帯びることになったの

である。「しかし、高等弁務官は命令を撤回せ

ず、移送後の民政府民事裁判所では＜琉球政府

裁判所の布令審査権を認め＞」（同上）ること

となり、その意味では、沖縄側は形の上では「勝

利」を収める形となった。しかし、別稿で改め

て分析する予定であるが、宮里政玄のいうよう

にこの判決は「政治的」5と評するしかないもの

であった。

２．米軍統治下沖縄の法制度のあらまし

次に、本問題を理解するための基本的な補助

線として、米軍統治下沖縄の法制度について、

これも先行研究を引用する形で概観しておきた

い。先述したように沖縄戦終了後に開始された

沖縄の米軍統治はいくつかの時代に分けられる

のが通常であるが、言うまでもなく、法制度も

そのような時代の移り変わりに応じて変遷して

きた。

しかし、この法制度について大きく時代を区

分するなら、沖縄戦終了後からサンフランシス

コ講和条約発効までの軍政期の法制度と、同条

約発効後の民政府時代のそれとに分けることが

適切であろう。本節では、このうち、本稿のテ

ーマに直接関係ある後者に限って簡潔にそのあ

らましを示す。　

1951年9月8日に第二次世界大戦開始以来の

戦争状態を終結させるために、日本政府が米

国、英国など48 ヵ国と締結したサンフランシ

スコ平和条約によって、日本は占領状態を脱

し、独立国としての主権を回復することになっ

たが、同条約第３条において「日本国は、北緯

二十九度以南の南西諸島（琉球諸島及び大東諸

島を含む。）、孀婦岩の南の南方諸島（小笠原群

島、西之島及び火山列島を含む。）並びに沖の

鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とす

る信託統治制度の下におくこととする国際連合

に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

このような提案が行われ且つ可決されるまで、

合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び

住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の

全部及び一部を行使する権利を有するものとす

る」とされ、沖縄は小笠原諸島などと並び、米

国の統治下に置かれることとなった。しかし、

一方で、この第3条は、「沖縄をともかく米国の

統治下におくことを定めただけで、その法的地

位を明らかにしなかった」6ものともいえる。こ

の条項が成立したいきさつはさておき、結果と

して、ここに「沖縄は日本の領土でそこの住民
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は日本国民であるが、日本の法律は適用され

ず、米国の統治下にあるが、米国の領土ではな

いし、住民は米国国民でないから米国の法律も

当然に適用されず、信託統治地域や租借地でも

ないから、それらの地域に関する規定も直接に

は適用されず、そうかといって、沖縄は独立国

でもないから琉球政府の立法院で独立した国家

主権に基づく憲法のような基本法を制定するこ

とは、できないという奇妙な地位におかれた」7

状況が現出したのである。

とはいえ、もちろん沖縄が法というものが全

く適用されない地域であったわけではない。沖

縄には「法令制定権者が二者」存在した。「一

人は、「高等弁務官」であり、「他の一方は琉球

政府の立法院」であった 8。そして、両者を規

律する最上位の法が前記の「行政命令」であり、

「高等弁務官は、この命令に基づく使命を達成

するため、必要と認めるときは、第2節の規定

に従い、法令を公布することができる」（第11

節）とされ、高等弁務官は布令、布告及び命令

を発した。一方で、琉球政府の立法院は、「対内

的に適用されるすべての立法事項についての

み，立法権を行使することができる」（第7節）

とされたが、高等弁務官には立法院の立法案に

対する拒否権が担保されていた（第9節）。

また、司法権に関しては、「琉球政府は、民事

及び刑事の第一審及び上訴審を含む裁判所制度

を運営しなければならない」（第10節 a 項）と

され、「上訴裁判所」、「巡回裁判所」、「治安裁判

所」が置かれたが、刑事裁判権は「合衆国軍隊

の構成員又は軍属」等には及ばず（第10節 a

項（2））、また、民事裁判件についても、「高等

弁務官が、合衆国の安全、財産又は利害に影響

を及ぼすと認める特に重大な事件又は紛争」に

ついては、「最終的決定、命令又は判決がなされ

る以前においては、最終的上訴審理を含む訴訟

手続中、いつでも、高等弁務官の命令により、

これを適当な民政府の裁判所に移送することが

できる」（第10節 b 項（ 1））とされた。そし

て民政府には民政府刑事裁判所、民政府民事裁

判所及び民政府上訴審裁判所が置かれた。この

ように、形としては、並立する法制であったが、

琉球政府の立法権及び司法権はあくまで「軍事

的必要の許す範囲内において」（「琉球列島米国

民政府に関する指令」B（ 1））、認められるよ

うなものであり、高等弁務官は、「琉球政府の頭

上に君臨」9する権限を行使できたのである。

３．高等弁務官は「帝王」か

大田昌秀は、高等弁務官について、「現地にお

ける最高の施政権者として、帝王もかくや、と

思われるほどの絶大な権力を揮った」10 とする

が、とはいえ、行政命令には、「合衆国議会が、

琉球政府に関して、法律により別段の定めをし

ない限り、対日平和条約第三条によって合衆国

に与えられたすべての行政、立法及び司法上の

権力は、この命令に従って行使されなければな

らない」（第1節）、とされ、また「前述の権力は、

合衆国大統領の指揮監督に従って国防長官が行

使する」（第2節）とされており、その上で、「国

防長官の管轄の下に、琉球列島民政府をおき、

その長を琉球列島高等弁務官（以下「高等弁務

官」という。）と呼称する」（第4節）」と規定

されていた。したがって、制度上は、高等弁務

官が米本国政府から全く独立してその権限を行

使したわけではなく、ある意味では、高等弁務

官も国防長官の下僚に過ぎなかったともいえよ

う。

高等弁務官は、「国防長官が国務長官に諮り、

大統領の承認を得て合衆国軍隊の現役軍人の中

から選任」（第4節）されることになっており、
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行政命令の規定上では、陸軍、海軍、空軍など

いずれの軍の現役軍人から選ばれることもあり

得たが、15年に及ぶ高等弁務官の統治の時代に

順次着任した6人の高等弁務官は全て米陸軍の

軍人であった。

なお、行政命令には「国務長官は、琉球列島

に関する外国及び国際機構との交渉について責

任を負う」（第3節）とあり、対外関係は、国務

省やその下にある在日米国大使館の管轄であっ

た。

４．上訴裁判所の9日間

さて、上記のいわゆる友利裁判及びサンマ裁

判について民政府から裁判移送の命令が出たこ

とについて沖縄社会が知ることになったのは、

1966年6月16日のことであった。現地紙の1つ

である琉球新報（夕刊）は、「 29区選挙訴訟　

民府裁判所に移す　上訴裁が友利側に通告」と

の見出しで、次のように報じた。

琉球上訴裁では、16日午後二時中央選挙管

理委員会と第二十九区から立候補した友利隆

彪氏（社大）の間で争われている「当選無効

事件」を琉球列島民政府裁判所に移送する

と、訴訟代理人の安里積千代弁護士に移送決

定書を送ってきた。

同決定書によると、「当事者間で争われて

いる当選無効事件につき六六年六月七日高等

弁務官から改正大統領行政命令第一〇七一三

号、第十節 A 第一項、B 一項にもとづく移送

命があったので、当裁判所は次のとおり決定

する」

本件琉球列島米国民政府裁判所に移送する

（六月十六日）

これにより同裁判は琉球政府裁判所から民

政府裁判所に移されて争われることになった

が、この選挙訴訟は中央巡裁で友利氏が勝訴

これを不服として被告の中央選管が上告して

いた。この二十八日には上訴裁で判決のいい

渡しが行われる予定だった。

同日14時の移送決定書の到達であり、ぎりぎ

りのタイミングであったからか、夕刊に出た記

事は、事実のみを簡単に報じるにとどまってい

るが、サンマ裁判も併せて移送されることがほ

どなく明らかとなり、翌日からは、関係記事が

現地紙2紙の1面ほかに毎日のように躍ること

となる。

さて、注目されるのは、この16日の決定通知

に先立つ高等弁務官の移送命令が上記記事にあ

るように9日前の6月7日に行われたことであ

る。即ち、高等弁務官による移送命令が出てか

ら、琉球政府裁判所における終審の裁判所であ

る上訴裁判所は、9日間もこの命令を外に出さ

ずに「抱えていた」ことになる。このことは何

を意味するのだろうか。

上述したように、高等弁務官の命令は、直接

には大統領行政命令の第10節ｂ項（1）に基づ

くものであり、この条項は、米国民政府の裁判

所について、「高等弁務官が合衆国の安全、財産

又は利害に影響を及ぼすと認める特に重大なす

べての事件又は紛争に対する民事裁判権。この

ような事件が琉球政府の裁判所に提起された場

合には、最終的決定、命令又は判決がなされる

以前においては、最終的上訴審理を含む訴訟手

続中、いつでも、高等弁務官の命令により、こ

れを適当な民政府の裁判所に移送することがで

きる。このようにして移送された事件は、民政

府の裁判所の裁量により、改めて審理すること

ができる」と規定するものである。この命令は

一方的なものであって、琉球政府裁判所の異議
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が制度上は認められないものであった。したが

って、上訴裁判所がこの命令を受けてから、そ

れを表に出さずに、9日間も内部でとどめてお

いたことは奇異に映る。このことは、当時の沖

縄でも同様に見る見方があったようで、沖縄タ

イムス同年6月19日第2面の「裁判移送問題　

本紙記者座談会」では、記者 A が、「まず、こ

んどの事件で、ふしぎでならないのは、上訴裁

が移送命令を受けてから十日間も秘密にしてい

たことだ。なぜこういうことをしたのだろう

か」と疑問を提示しており、記者 E が「首席判

事の話によると、上訴裁としては、命令を受け

たときこれは社会的に大きな反響を呼ぶ問題と

して、まず命令を撤回するため米民政府との折

衝に時間をかけたといっている」と上訴裁判所

の言い分を伝えている。一方で、同月20日には、

民政府のワーナー民政官11が上訴裁判所から直

接撤回要請を受けたことはないと言明し、これ

を受け、翌日、仲松恵爽上訴裁判所首席判事も

撤回要請は琉球政府経由で行ったものであると

して、直接には民政府リックス法務局長に対し

て1回だけ撤回要請を行ったものだと事実上こ

れまでの説明の修正を行っている12。

なぜ上訴裁判所が9日間（10日間）も移送命

令を公にせずに「抱えて」いたのか、そしてそ

の間、上訴裁判所と民政府との間でどのような

やり取りが実際にあったのかについては、現在

に至るまで不明である。

そして、先述の記者座談会中の記者 S の発言

にあるが、上訴裁判所は、この移送命令に先立

ち、サンマ裁判の判決期日を2回延期している

ことが明らかになっており、このことがこの移

送と関連があるのかについても、未だよく分か

っていない。

上述の記者座談会では様々な憶測も語られて

いるが、筆者は、民政府が判決内容を事前に察

知したか、事前に上訴裁判所が民政府の求めに

応じて判決内容の見通しを非公式に伝えたこと

により、民政府側が判決内容を変更するよう上

訴裁判所に圧力をかけたと推測する。そして、

判決内容がもし民政府の意に添わないものであ

るならば、高等弁務官の移送命令を出すことも

辞さないと伝える形でいわば「脅し」をかけた

ものではないかと考える（言い換えるなら、9

日の移送命令は、もし上訴裁判所が判決内容を

見直すなら取り消すこともあり得ると伝えられ

たものではないだろうか）。

では、もし、そのような推測が正しいとした

ら、なぜ上訴裁判所がそのような民政府側の圧

力を直ちに公にし、当時の沖縄の世論に訴える

形で民政府側と対決する途を選ばなかったの

か。もちろん、属人的な理由も考えられようが、

他にその理由として大きく2つのことが推測さ

れる。

1つは、司法の独立という近代社会では自明

の原理が、日本国憲法が施行されていない当時

の沖縄においても広く共有されていたというこ

とであり、司法がその外部から圧力を受けたと

いう事実そのものが、司法、即ち琉球政府裁判

所に対する沖縄の人々からの信頼を掘り崩す危

険があると上訴裁判所に認識されていたのでは

ないかということである。

そして2つは、１つめとも関連するが、本件

の前までに民政府からの圧力が存在した事案が

あり、上訴裁判所がその圧力に屈したことがあ

ったため、この問題をきっかけとしてそのよう

な事実が明らかとなる恐れを抱いたのではない

かということである。これは必ずしも完全な推

測というわけではない。中央巡回裁判所などで

裁判官を務めた兼島方信は、その著書において

「米国は司法尊重の国とみえて、琉球民（筆者

注：琉球政府）裁判所の裁判について干渉がま
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しい処置に出たことがなかったが」13 と前置き

しつつ、「この移送命令については、私の知る限
りでは（筆者注：太字強調は筆者）これまでに

米民政府から琉球政府裁判所の裁判について、

干渉がましいことのなかったことから、晴天の

へきれきの思いで法曹会の人々だけでなく全住

民の大半といっていいほどの人々の関心をひい

た重大事件であった」14 とする。一方で、兼島

は、民政府からの干渉について「個々の裁判に

ついては私の知る限りでは（筆者注：太字強調

は筆者）殆どなかったのではと思う」15 としつ

つも、自らが担当した事件について、「当時の民

政府の法務部長から…（中略）…抗議めいたこ

とを言ってきたことがあった」16 エピソードを

明かしている。

上記の記述からは、兼島はあくまで裁判に対

する民政府の介入は極めて例外的であったこと

を強調しているように思えるが、兼島が属して

いたような下級審での個々の裁判についても民

政府が介入している事例があることからする

と、より政治的な判断を迫られることもあるだ

ろう上級審、即ち上訴裁判所に対して民政府が

何らの介入もすることがなかったとはとても考

えられない。後述するが、しかも上訴裁判所裁

判官の人事権は民政府に握られているのであ

る。

上訴裁判所の裁判移送に関する逡巡は、沖縄

世論の大きな不信を招き、結果として上訴裁判

所の長である仲松らの辞意表明を引き起こすこ

ととなった。当時、琉球政府主席の地位にあっ

た松岡政保は、後にこの裁判移送問題につい

て、「『司法当局が主張すべきことを主張して、

重大決意であたれば、移送命令の発動はくい止

められたかも知れない』と内心では考えてい

た」17と記している。

５．ワトソン高等弁務官が裁判移送をリー
ドしたのか

では、いったい、なぜこのような裁判移送命

令が出されるに至ったのか。大田は、この裁判

移送問題の背景として、従来から指摘されてい

る、琉球政府裁判所の布令審査権を認めること

は民政府として容認できなかったという点に加

え、移送の対象となった裁判の1つである、い

わゆるサンマ裁判については琉球政府の財政問

題が絡んでいることを指摘している18。慧眼と

いえよう。しかし、筆者は、まずは、この前者

の布令審査権に関わる問題が民政府をして裁判

移送命令を発動させる大きな要因となったので

はないかと考える。この点については後述する。

大田は、「ワトソン高等弁務官にとって、「『裁

判移送』問題は、おそらく彼の在任中の悪夢に

も等しい事件だったにちがいない。というの

は、この事件が巻き起こした波紋は、彼の思い

も及ばぬほど大きなものがあった。その点から

すれば、彼は完全に見通しを誤ってしまったこ

とになる」19 とする。このような大田の分析は

正しいと考えるが、一方で、筆者は、この裁判

移送命令はワトソンが主導する形で行われたと

は考えない。高等弁務官の命令である以上、ワ

トソンが最終的に判断・決裁したのは間違いな

いだろうが、ワトソンは部下が持ってきた案件

をよく理解せずに了承してしまったのではない

だろうか。

その1つの根拠は、ワトソンの経歴である。

ワトソンは、陸軍士官学校を卒業した生粋の軍

人であり、野戦砲学校に学び戦場での経験豊富

な砲兵の専門家であった。その意味で、弁護士

資格を有しまた弁護士としての実務経験を有す

るが、陸軍士官学校を卒業したものの戦場の指

揮官としての経験がない前任の高等弁務官のキ
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ャラウエイとは対照的であった。一方でワトソ

ンは、複雑な法律問題を扱うようなポストに就

いた経験は見当たらない。布令審査権の有無な

どという純粋に法学的な議論が必要な問題につ

いて彼がリードしたとはとても考えにくい。

そして2つには、現地紙記者らによるインタ

ビューにおける応答からみるワトソンの姿勢で

ある。ワトソンは、この裁判移送問題が明るみ

に出た段階では米国に出張しており、インタビ

ューは沖縄の世論がまさに沸騰した段階となっ

て、帰路に経由した東京及び帰沖直後の嘉手納

空港で受けたものであった。

まず、東京での琉球新報記者の「…裁判につ

いてあなたが琉球政府上訴裁から米民政府裁判

所に移管命令（筆者注：移送命令）をだしたね

らいは何か」との質問に対して、ワトソンは「簡

単なことで、米民政府裁判の方が適当だと思っ

たからそうしたまでだ」と答え、また「しかし

そうした処置は、自治権の拡大をのぞむ住民の

意向に逆行するものだとの批判が強いが」との

質問に対しては、「とにかくわたしの考えでし

た。米民政府の方がより適切だと思うからそう

したまでだ」と同様の答えを繰り返している20。

次に、嘉手納空港に到着した際に内外記者団

を前に行った会見では、「（友利、サンマ事件の

米民政府裁判所移送問題は住民の批判をかって

いるとの質問に）行政命令にもとづいて友利、

サンマ事件が上訴裁から米民政府裁判所へ移送

されたのは適法な手続きによる適法な処置であ

る。批判というがこれはわたしの意見とは一致

しない。重大な責任があり責任のある立ち場 (

ママ ) の意見は慎重さを要求される。移送命令

は、何人が関係しているかは重要ではなく、そ

れに含まれる原理が重要である。高等弁務官の

命令は、適法なものでありこの適法性は重要で

ある。更に（中央巡裁の判決がでる段階でなぜ

移送命令がでなかったかの質問に）時期は重要

でなく21、これとは無関係に移送された。もし

上訴裁の判決後に移送命令が出されると同裁判

所を批判する結果を招くことになる。これはわ

たしの欲するところではない」と発言したと沖

縄タイムスは伝えている22。

さて、ワトソン不在中の前日に、リックス民

政府法務局長は裁判移送に関して記者会見し、

「両事件とも布令の効力について判断が求めら

れており、この判断は合衆国の利益に重大な影

響を持つものである。これまでは事件の審理

上、派生する布令解釈の問題で、布令に相反す

る見解をとっていた事件も二、三件あったが、

具体的に真正面から布令審査について判断を下

すのは初めてである。このため上訴裁がどのよ

うな判断を下そうと当事者の一方は米政府（筆

者注：民政府裁判所のことか）に上告できるし、

上訴裁の判決前に米民政府裁判所に移管（筆者

注：移送）したのは時間の節約である。米民政

府裁判所は民事、刑事のほとんどの事件を琉球

政府裁判所に移管しているが、琉球政府裁判所

はすばらしい成績でこれを処理している。両事

件の移送について琉球政府裁判所の能力を疑っ

ていると解釈してはならないし、また司法自治

の縮小ではない」とのコメントを出したとされ

ている23。

ワトソンの応答は様々な解釈ができようが、

上記のリックスのコメントと比較すると、東京

での現地紙記者によるインタビューの際のコメ

ントは、何も言っていないに等しい。筆者は、

ワトソンはこの問題について語るべき知識をほ

とんど持っておらず、いわば不意打ちを受けた

形となってこのような答えしかできなかったの

ではないかと疑っている。一方、東京経由で帰

沖する間に、おそらくこの問題が予想外に大き

な問題となる可能性があること等を沖縄の現地
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から連絡を受け、次に嘉手納基地で行われた会

見では、現地の「振付け」、即ち現地が用意した

原稿の通り発言したのではないだろうか。こう

考えると、ワトソンは米国出張前に本件につい

て部下から説明を受けたにしても、大した問題

であるとは考えておらず、深く考えてはいなか

ったのではないか。その意味で「この事件が巻

き起こした波紋は、彼の思いも及ばぬほど大き

なものがあった」という先述の大田の分析はや

はり正しいだろう。

さて、嘉手納基地での会見においては、「もし

上訴裁の判決後に移送命令が出されると同裁判

所を批判する結果を招くことになる。これはわ

たしの欲するところではない」との発言が注目

される。先に述べたように、もし民政府側が上

訴裁判所に圧力をかけていたとすれば、この理

屈をおそらくは用いていただろうからである。

即ち、民政府側が「上訴裁判所の判決後に高等

弁務官の移送命令が出されると、上訴裁判所の

権威は失墜するが、それでもいいのか」と上訴

裁判所側に伝え判決内容の変更を迫っていた可

能性である。はからずも民政府側の考えが見え

たワトソンの発言であったと言えるのではない

だろうか。

６．佐藤―ラスク会談と陸軍省高官の来沖

沖縄で裁判移送についてそれを強く批判する

世論が大きく盛り上がっていることは、米本国

にもすぐに伝わったとみられる。太平洋地域視

察の途中に沖縄を訪問するという形で、６月28

日にはマクギファート陸軍次官が来沖し、4日

間にわたり、ワトソン高等弁務官、ワーナー民

政官、松岡主席、長嶺立法院議長、仲松上訴裁

判所首席判事らと会談したことが報道されてい

る。個々の会談の中で裁判移送問題についてど

のようなやりとりがあったのかは不明である

が、マクギファートは「ワトソン高等弁務官と

話し合っていないが、ワシントンにも報告があ

ると思う。この報告をもとに検討されると思

う」24 と米本国政府が介入する可能性について

政党代表との会見で発言しており、また、ワト

ソン高等弁務官も、先立つ同月25日の段階で、

時間がかかるかもしれないとしつつも、「ワシ

ントン当局が、その内、何らかのコメントをす

るかもしれない」と長嶺立法院議長との会談で

発言している25。これらの発言は、少なくとも

この問題がワシントン、即ち米本国が取り扱う

べき問題となったことを示唆している。したが

って、同陸軍次官の訪沖が、米本国による急遽

の現地調査という意味あいをも持っていたこと

は間違いないだろう。

一方、日本本土では、日本貿易経済合同会議

に出席するため、ラスク米国務長官が来日する

ことになっていた。本土の世論でも裁判移送へ

の関心が高まったことや国会でもこの問題が取

り上げられた26ことなどの結果、佐藤栄作内閣

総理大臣は、この問題をラスクとの会談で取り

上げざるを得ない状況に追い込まれていく。佐

藤は、基本的には、沖縄現地の問題であり、本

土政府は介入しないという姿勢を公式に取って

いたが27、同年7月7日に行われた佐藤―ラスク

会談では、結局、この問題についてやり取りが

なされることになった。会談後の橋本登美三郎

官房長官によるプレス発表では、「沖縄の裁判

権について首相から解決に配慮されたいむね、

意見が述べられた。これに対し、ラスク長官は

『この問題についてはよき解決策があると考

え、目下検討中である』との回答があった」と

されている。

さて、この佐藤―ラスク会談の模様について

は、会談に同席した在日米国大使館のザーヘレ
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ン参事官が作成したとみられる会談内容につい

てのメモが残されている。以下はその関係部分

である28。

1　佐藤氏は、沖縄に関して取り上げるべき

小さな問題があると述べた。沖縄の人々の

協力が必要である。小さないらつかせる

（irritant）問題が起こっており、それは総

理大臣が何らかの公式の抗議を行うことを

欲するようなものではないが、人々の協力

を妨げるものであると考える。問題とは、

琉球から米国へと２つの裁判事件を移送す

るものである。

2　国務長官は、この問題については、既に

ライシャワー大使と話したと述べた。ワシ

ントンに戻ったらよく調べてみたい（would 

look into it）。問題をうまく処理するよう

努力するより通常はもめごとを防ぐ方が重

要であるので、このようないらつかせる問

題が起きたのは残念である。（以下略）

橋本官房長官がプレスに発表した、ラスクが

発言したとされる「この問題についてはよき解

決策があると考え、目下検討中である」という

言葉と在日米国大使館の会談同席者のメモとで

はかなり表現に差があるが、いずれにせよ、ラ

スクが、佐藤が慎重ながらも投げた「ボール」

を受け止めたのは事実であろう。そして、注目

されるのは「問題をうまく処理するよう努力す

るより通常はもめごとを防ぐ方が重要であるの

で、このようないらつかせる問題が起きたのは

残念である」との言い方である。ラスクは佐藤

との会談前にライシャワー駐日米大使から本件

について説明を受けている。ライシャワーが前

任の高等弁務官であるキャラウエイと犬猿の仲

であったことは当時公知の事実であったが、ラ

イシャワーは後任のワトソンとも良好な関係を

築いてはいなかった29。このラスクの発言は、

ライシャワーの説明を受けたラスクが、民政府

あるいはワトソンに対して暗に不快感を吐露し

たものとも理解できるのではないだろうか。国

務省は外交を所管しており、軍とは違い、何ら

かの問題が発生した場合に、まずは二国間関係

への影響を第一に考えるべき存在である。一方

で、沖縄の軍事的重要性については、米国の国

益追求という観点から、軍との間で基本的認識

について大きく齟齬はない30。ライシャワーと

ラスクは沖縄現地の民政府が沖縄住民との間で

起こさなくてもいい余計なもめごとを起こした

という認識を持ったと考えられる31。

この会談後に、沖縄には移送命令の撤回につ

いての期待が高まっていくが、前記のマクギフ

ァート陸軍次官に続き、同月26日にはホルト陸

軍次官補が来沖し、5日間にわたり沖縄各界の

要人と会談を行った。沖縄での滞在中に、この

問題の具体的解決策に言及することはなかった

が、ホルト自身が仲松上訴裁判所首席判事との

会談で「裁判移送問題についてはこんどの来島

目的の一つでもあり、じゅうぶんに検討した

い」と発言し、また長嶺立法院議長との会談で

は「滞在中にこの問題についてはできるだけ詳

細に調査検討し、本国に報告、善処していきた

い」と発言したことが報道されており、明らか

に、このホルトの来沖は「裁判移送問題を中心

とする現地の実情調査を目的」32 とするもので

あった。おそらくは、佐藤―ラスク会談の後、

国務省側から陸軍省側に何らかの働きかけがあ

ったのではないだろうか。更に想像を重ねるこ

とにはなるが、このホルトの沖縄出張は、沖縄

の要人との会談を通じて「落としどころ」を探

るものであった可能性もある。なお、仲松との
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会談では、1　現行裁判所の二審制から三審制

への変更、2　上訴裁判所判事及び首席判事の

任命権を民側（筆者注：琉球政府側）に委譲、

3　布令・布告に対する法令審査権を琉球政府

裁判所に付与するための大統領行政命令の改

正、4　裁判所予算の独立性確保、の4点につい

て仲松が要望したことが、仲松からマスメディ

アに対して明らかにされている33。そして、こ

れらの要望のうち、上訴裁判所判事の任命権に

ついては、68年1月1日の裁判所法施行に伴い、

上訴裁判所が高等裁判所とその名称が変更さ

れ、琉球政府主席に移ることとなる34。

７．ワトソンの「更迭」と判事の任命　

上述のように、佐藤―ラスク会談の後に、裁

判移送の撤回に関する沖縄の期待は高まること

になったが、一時のラッシュともいえる報道は

落ち着きを見せ、米国側が本問題に対してどの

ように対応するのか、沖縄側が見守るような状

態が続いた。その中で、同年9月28日、事態は

また大きく動き出す。ホワイトハウスがワトソ

ン高等弁務官の辞任とその後任にアンガーが就

任する旨発表し、また同日、民政府が移送され

た2つの事件を民政府裁判所において審理する

ため、3人の判事を新たに任命したことを明ら

かにしたのである。現地紙は、この発表に関し

て記者会見を行ったエバンズ民政府広報局長の

発言を次のように報じている。少し長いが、以

下引用する35。

一、高等弁務官は、裁判にたいしてなんら

の影響力を持たず、判事にたいしてなんらの

指示も与えていないし、将来とも与えること

はなく、またそのようなことを行なう権限を

持たない。たとえ、高等弁務官がこのような

ことをしようとしても判事はそれを拒否する

権利と義務を持っている。これら判事の任命

をもって、高等弁務官は、これら事件の扱い

方について、なんらコントロールしないし、

裁判所が判決を下すまでは、ワシントン政府

と高等弁務官は、何らの行政上ないしは司法

上の措置をとらない。

一、移送された二つの事件が民政府裁判所

でいつから審理開始するかは、判事自身によ

って決められる。しかし裁判はたいしたおく

れをみせずに始められることになろう。裁判

開始の日取りについての判事の決定は、裁判

所書記から両事件の弁護人側に通知されるこ

とになろう。両事件の当事者（原告）が、民

政府裁判を不満として出廷しない場合は、ど

のような措置がとられるか不明だが、これは

審理の段階で判事が判断することである。

一、客観性の完ぺきを期するために、高等

弁務官は資格のある沖縄在住の米人法曹人よ

りは、むしろ、弁務官と公務上、なんら関係

のない日本在勤の資格ある法律家を判事とし

て選任した。ワシントン当局は、この裁判移

送問題のすべての面で知らされており、大統

領行政命令の規定にもとづいてとられたこの

措置をワシントン政府は完全に支持してお

り、ワシントンの指示によってなされたもの

と理解してよい。

一、三人の判事が任命されたという今度の

措置が、ワシントン政府で検討された結果に

よるかどうかは、事実が物語っている。ワト

ソン高等弁務官が、さきに立法院議員にたい

して、裁判移送問題はワシントンで検討中で

あると語ったこととなんら矛盾するものでは

ないと思う。

一、二つの裁判は、まず民政府民事裁判所

で審理され、その判決に不満であれば、事件
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の当事者は、さらに民政府上訴裁判所に控訴

することができる。しかし民政府上訴裁の判

決は最終的なものであり、これをさらに米本

国の上級裁判所に提訴することはできない。

一、二つの裁判事件を民政府裁判所に移送

した高等弁務官の措置の合法性については、

なんら異論はなかった。両事件とも布令の効

力にかんする事柄であるので、合衆国にとっ

て直接関心を有する性質のものである。琉球

における合衆国の行政上のすべての公式行為

の妥当性および合法性は米当局だけが正当に

その審査にあたるのである。このような権限

は、これまで琉球政府裁判所に委譲されたこ

とはないし、事実また、高等弁務官はこの権

限を委譲する許可も与えられていない。した

がって、琉球政府裁判所は事件を移送したた

めに、移送以前に持っていた権能や権限をい

ささかも失ったことにはならない。

このワトソンの辞任と民政府の広報担当者が

判事任命に関して語ったとされる内容は様々な

点で興味深いものを含んでいる。

まず、注目されるのは、ワトソンの辞任と民

政府裁判所の判事任命が同じタイミングで発表

されたことである。

ワトソンは在任が2年1月という短期間では

あったが、ワトソン以前に3年を超えて在任し

た高等弁務官は前任のキャラウエイしかおら

ず、そういう意味では、必ずしも異例のもので

はない。ただ、同じ日にワトソンの辞任と裁判

移送問題を担当することになる判事の任命が併

せて発表されたことについては、何らかの意図

があることは間違いないだろう。このように同

じ日の「辞任」と「任命」という形を取ったの

は、判事任命はあくまで高等弁務官の権限に属

する36ので任命は行うが、任命してからすぐ任

命者が辞任すれば、任命者である高等弁務官か

ら判事への圧力は生じない、という「ポーズ」

が取れるからではないかと考えられる。司法は

中立公正であるべきだという信念を沖縄の人々

もまた広く保持していることを米国側が改めて

認識した結果であるともいえるだろう。

2つは、判事の人選である。「資格のある沖縄

在住の米人法曹人」ではなく、「なんら関係の

ない日本在勤の資格ある法律家を判事として選

任した」というのも裁判の公正性をアピールす

る狙いがあるだろう（もっとも、沖縄の民政府

には判事の適任者がいなかったということもい

われている37）。

3つは、今回の決定が、米本国主導で行われ

たことを明確にしたことである。「ワシントン

の指示によってなされたものと理解してよい」

との担当者の発言通り、おそらくは、これらの

決定の全てはワシントンで意思決定がなされた

ものであろう。上述したように、沖縄の世論が

沸騰し、また特に佐藤―ラスク会談でラスクが

「ボール」を受け止めた後は、実質的に、民政

府はこの裁判移送問題について当事者能力をほ

ぼ失ったとみてよいのではないだろうか。

ただ、最後に、裁判移送に関して民政府が改

めてその正当性を主張したことは 38、ある意

味、民政府が「意地」を見せたものともいえよう。

なお、「いつから審理開始するかは、判事自身

によって決められる」としながらも「裁判はた

いしたおくれをみせずに始められることになろ

う」とし、また更に「両事件の当事者（原告）が、

民政府裁判を不満として出廷しない場合」につ

いて言及がなされていることは、この段階で今

後の裁判の展開について（おそらくは米本国

で）相当程度のシミュレーションがなされてい

たことを暗示している。詳細は別稿に譲るが、

実際に2つの裁判のうち、友利裁判では、原告



　米軍統治下の裁判移送問題の経緯に関する再検討

− 197 −

側は出廷を拒否したまま判決が出されている。

８．民政府が裁判移送命令を出した背景

さて、ここまでの展開を踏まえつつ、民政府

は2つの裁判について、なぜ移送命令を出した

のかについて、筆者の推測を交え改めて検討す

る。

先に大田が、琉球民裁判所の布令審査権を認

めることは民政府として容認できなかったとい

う点に加え、移送の対象となった裁判の1つで

ある、いわゆるサンマ裁判については琉球政府

の財政問題が絡んでいることを指摘しているこ

とに触れた。筆者は、この大田の見解に基本的

に賛同するが39、友利裁判については財政問題

と関係ないわけであり、前者の琉球政府裁判所

の布令審査権を認めることは民政府として容認

できなかったという点がやはり大きい理由では

なかったかと考える40。そして、筆者は、なぜ

布令審査権を認めることを民政府が容認できな

かったかについては、前任のキャラウエイ時代

から、場合によっては、米軍統治が始まってか

らの米国（米軍）の琉球政府、広く沖縄へのま

なざしが背景にあるように分析している。

前任のキャラウエイ高等弁務官の時代は、そ

の統治政策の強引な進め方から、「キャラウエ

イ旋風」の名で知られ、キャラウエイは、沖縄

戦後史においてある意味「悪名」が高い人物で

ある。そしてそのキャラウエイについて語る

時、必ず引き合いに出されるのが、1963年3月5

日、那覇市内のハーバービュー・クラブで開か

れた金門クラブの定例夕食会での演説、いわゆ

る「沖縄自治の神話」と呼ばれるものである。

このキャラウエイの演説は、その意味につい

て様々な解釈がなされているが、大田は、キャ

ラウエイ演説の「現在の時点では自治は神話で

あり、存在しない。そして諸君琉球住民が、み

ずからの自由意思によって今一度独立した国民

国家をつくり上げることを決定しない限り、将

来も自治は、実在しないだろう」というくだり

の前半部分だけに目を奪われがちであるが、「彼

がそこで力点を置いたのは」、「後半部分だった

のである」とし、「琉球政府は、提供された権力

を躊躇なく取り入れたが、これまでいくどとな

く同政府に委任された責任を受諾しなかった」

という言葉を取り上げながら「このような発言

は、まさに最高権限の持ち主が、琉球政府に突

き付けたいわば不信任宣言にも等しいとみてよ

かろう」とする41。筆者も、この大田の指摘は

妥当だと考える。そして、キャラウエイは、琉

球政府の行政部門及び立法部門への容赦ない批

判に加え、司法部門についても「その義務と責

任の性質上、自らの責任を引き受け、その責任

に見合った達成を成し遂げた最良の記録を持っ

ている」としながらも、「法の前に迅速を旨と

すべきところに遅延する例が見られ、また、法

曹関係者42の職業的水準が人々が期待するもの

より低いことを容認している」と批判を行って

いる43。

ともすれば、この「沖縄自治の神話」の演説

内容はキャラウエイの独自の見解として理解さ

れがちであるが、筆者は、あえてこのような表

現を用いて公の場で発言するかどうかは別とし

ても、キャラウエイの発言内容の相当部分は民

政府内部において広く共有されたものではなか

ったかと考える。言い換えるなら、本稿に関し

て言えば、民政府側に琉球政府の司法部門の活

動に対する不信や軽侮があったのではないだろ

うか。そうだとすれば、民政府が、そのような「劣

っている」琉球政府の司法部門を、先進国たる

にふさわしい法文化や専門的人材を備えている

（と自負しているであろう）米国（民政府）側
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が教育・指導する立場に立っているのだ、と考

えてもおかしくはない。

布令は言うまでもなく、民政府のトップにあ

る高等弁務官名によって出されるものであり、

立法や廃止の過程において琉球政府側の容喙を

許さないものであった。それに対し、まさに具

体的事件の審理過程において「職業的水準」が

「人々が期待するものより低い」法曹関係者か

らなる、民政府側に指導される側だと民政府が

考えているだろう琉球の司法部門が、民政府の

出す布令の審査権を行使しようとしているとい

うことは、それが正しい認識に基づく感情かど

うかは別として、民政府のおそらくは布令の立

案・審査を担当したとみられる法務部門のプラ

イドを傷つけるものであった可能性がある。

先述したように、行政命令第10節ｂ項（1）

は「高等弁務官が合衆国の安全、財産又は利害

に影響を及ぼすと認める特に重大なすべての事

件又は紛争に対する民事裁判権。このような事

件が琉球政府の裁判所に提起された場合には、

最終的決定、命令又は判決がなされる以前にお

いては、最終的上訴審理を含む訴訟手続中、い

つでも、高等弁務官の命令により、これを適当

な民政府の裁判所に移送することができる」と

されており、また、同節 d 項（2）において、「琉

球政府の最高の裁判所が裁判権を有し、当該裁

判所において裁判がなされた民事及び刑事事

件」について、一定の場合には民政府上訴裁判

所に上訴できるとされているため、これらの規

定がある限り、たとえ布令審査権を琉球政府裁

判所に認めたとしても、「実害」は生じない。

民政府上訴裁判所を琉球政府裁判所の上級審と

見立てれば、下級審でどんな判断が下されると

しても、高等弁務官自らが人事等の手段である

程度コントロール可能な民政府裁判所に最終判

断の権限が担保されているならば、問題は生じ

ないはずなのである。そのような意味では、「メ

ンツ」という言葉をどう定義するかはあるが、

例えば「米民政府はそのメンツを捨てて移送命

令の撤回に踏み切るべきではないか」との現地

紙の社説の主張44にあるように、やはり民政府

の「メンツ」に関わる問題が根本にあったと考

えるのが自然であろう。

９．なぜ「裁判移送」という手段でなけ
ればならなかったのか

さて、ここで一つの疑問が浮かぶ。琉球政府

裁判所の布令審査権を認めることができなかっ

たというのが、民政府が裁判移送を行った主た

る動機であったとしても、上述したように、大

統領行政命令は、第10節ｄ項において琉球政府

上訴裁判所の判断に不服がある場合、民政府上

訴裁判所に上訴できる途を開いている。たと

え、琉球政府上訴裁判所が中央巡回裁判所の判

決を是認し、琉球政府が敗訴する判決を出した

としても、民政府が琉球政府に上訴するよう促

せば（圧力をかければ）、事件は民政府上訴裁

判所において審理される道筋もあるはずであ

る。にもかかわらず、民政府が琉球政府上訴裁

判所の判決が出る前に裁判移送という強硬手段

に出たのはなぜだろうか。

これは、行政命令第10節 d 項（2）の規定が

関わっていると筆者は考えている。同項は、民

政府上訴裁判所に上訴できる場合として、（ⅰ）

「琉球政府の最高の裁判所の裁判と民政府の最

高の上訴審裁判所の裁判が相反する場合」又

は、（ⅱ）「条約，合衆国議会の法律，合衆国大

統領の行政命令又は高等弁務官の発する布告、

布令若しくは命令の解釈を含む合衆国法、外国

法又は国際法の問題について当事者から上訴の

あつたとき」等としている。本件の2つの裁判
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は過去に民政府で裁判されたものではないため

（ⅰ）に該当するものではなく、上訴の理由は

（ⅱ）によるしかないが、この規定は、後に民

政府民事裁判所における判決において示されて

いるように、「琉球政府裁判所の布令審査権」

を間接的に認めたものとも解されるものであっ

た。即ち、この規定は、その文言を素直に読め

ば、民政府上訴裁判所が審理を行う前に「条約、

合衆国議会の法律、合衆国大統領の行政命令又

は高等弁務官の発する布告、布令若しくは命令

の解釈を含む合衆国法、外国法又は国際法の問

題」が琉球政府裁判所において審理されている

ことが前提の規定であると考えられるのであ

る。

琉球政府（そしてその後ろに控えている民政

府）からすれば、琉球政府裁判所に布令審査権

がないと中央巡回裁判所や上訴裁判所において

主張している以上、この第10節 d 項 (2)（ⅱ）

により民政府上訴裁判所に上訴した場合には、

「論理矛盾」であるとの批判を招きかねないも

のであった。

おそらく、民政府はこのことに気づき、琉球

政府上訴裁判所の判断を圧力により変えさせる

か、民政府上訴裁判所への上訴という手続によ

らずに民政府裁判所に審理させるしかないと考

えたのではないだろうか45。

以上の通り考えると、民政府は、琉球政府裁

判所の布令審査権を否定するために、行政命令

第10節 d 項の関係規定を民政府裁判所の判決

により事実上変えるか又は死文化させようと企

図していたとも推測できる。行政命令の立法過

程については明らかになっていないが、上記の

関係規定の文言から判断するに、琉球政府の各

裁判所に事実審と法律審の役割を、また民政府

上訴裁判所に基本的には法律審的な役割を担わ

せようとしたのが立法意思ではなかったかとも

考えられる。

しかし、民政府は、先に述べたように、琉球

政府の司法を信用していなかったため、この行

政命令の規定をそのままに適用することには強

い抵抗があった可能性がある。裁判移送は、行

政命令の規定が沖縄の現実に適合していないと

いう民政府の不満がまた背後にあったとも考え

られるのではないだろうか。

10．米本国はどう考えたのか

筆者は、以上みたようにこの裁判移送問題

は、民政府のいわば「暴走」によって引き起こ

され、米本国政府によってトラブルシューティ

ングされた事件であるととらえている46。

では民政府の中で具体的に誰がこの問題に大

きく関わったのか。あまり確証のない推測には

なるが、筆者は、中心人物は移送命令について

仲松上訴裁判所首席判事とやりとりをし、ま

た、移送問題について沖縄の世論が沸騰した際

に記者会見を行ったリックス民政府法務局長で

はないかと考えている。そしてその補佐役はリ

ックスの後任となったアイゼンスタイン副局長

であろう。アイゼンスタインは、裁判移送後の

民政府民事裁判所における判決後にその発言で

また物議をかもすことになるが、それについて

は、別稿で触れることになろう。

上述したように、米本国（少なくとも国務省

はそうであろうし、陸軍省もそうであった可能

性がある）にとっては、この問題はベトナム情

勢の緊迫化47に伴い後方の兵站・補給基地等と

しての重要性が高まりつつあった沖縄につい

て、その「軍事的必要」を満たす上では余計な

もめごとであったと考えられる。

これも述べた通り、ワトソンの辞任はその在

任期間からすれば、そう異例ではないが、裁判
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移送に係る判事の任命と同じ時期に行われる形

となったことは、ある意味、裁判移送のために

「更迭」されたという印象を対外的に与えるこ

とになり48、ワトソンが辞任後に退役となって

この高等弁務官のポストが最後の顕職であった

ことも考え合わせると、必ずしも軍人生活の最

後を飾るような幸せな引退でなかったと見るこ

ともできよう。

また、リックスは、ワトソン辞任後も引き続

きそのポストにとどまっていたが、翌年6月に

は退任（おそらく退役）し、コロラド州デンバ

ーのフィッツシモンズ総合病院で法務官（法務

担当）になったとされる49。このリックスの軍

から民間への転出がどういう理由からのものか

は不明であるが、米本国の裁判移送問題への姿

勢を考える上で暗示的であるように感じるのは

筆者だけだろうか。

（付記）

本稿は、裁判移送問題の始まりから民政府民

事裁判所での裁判官が任命されたところまでを

対象としていくつかの点について論じたが、裁

判開始後の推移と民政府民事裁判所の下した判

決の内容及びその判決に対する評価等は別稿で

論じる予定である。

また、本稿は、基本的には民政府や米本国の

動きを中心に記述したため、裁判移送問題に関

する沖縄各界の反応や動きについてはほとんど

触れていない。この点については、小林武「琉

球政府期における「裁判移送」事件」（愛知大

学法学部法経論集204号　2015年）が関係資料

を詳細にまとめており、参照すべき貴重なもの

となっている。

  注

1 以下、随時引用する大統領行政命令10713号の日
本語訳は沖縄県公文書館所蔵資料によった。

2 裁判の全体像については、様々な観点からの多く
の先行研究があるが、本稿ではその中で「沖縄大百
科事典　中巻」（沖縄タイムス社　1983年）中「裁
判移送問題」、「サンマ裁判」及び「友利裁判」（い
ずれも金城秀三執筆）、中原俊明「六〇年代の裁判
移送問題にみる法文化摩擦」（照屋善彦・山里勝己
編「戦後沖縄とアメリカ　―異文化接触の五〇年
―」（沖縄タイムス社　1995年）32p ～56p の内容
を基に記述している。

3 上訴裁判所には、琉球政府上訴裁判所と民政府上
訴裁判所がある。本稿中で単に「上訴裁判所」と
している場合には、全て琉球政府上訴裁判所を指
す。

4 朝日新聞　 1964年（昭和39年）7月30日。
5 宮里政玄著「日米関係と沖縄1945−1972」（岩

波書店　2000年）236p。
6 垣花豊順「米国の沖縄統治に関する基本法の変

遷とその特質」（宮里政玄編「戦後沖縄の政治と法　
―1945―72年」東京大学出版会　1975年）345p。

7 垣花前掲論文347p。なお、岩垣真人は「アメリ
カ支配下での沖縄の統治構造と法制度」（沖縄大学
法経学部紀要　28号）において、この垣花の表現
を「鋭利に本質を突く分析」（7p）とするが、筆者
も共感する。

8 前田武行「占領下の法制」（宮城悦二郎編「復帰
20周年記念　シンポジウム　沖縄占領～未来へ向
けて」ひるぎ社　1993年）338 ～339p。

9 大田昌秀著「沖縄の帝王　高等弁務官」（朝日文
庫版　1996年）26p。

10 大田前掲書17p。
11 民政官は、高等弁務官に次ぐ民政府のポスト。キ

ャラウエイ高等弁務官時代から文官が任命された
12 沖縄タイムス1966年6月21日3面など。
13 兼島方信著「苦悩する裁判官」（那覇出版社　

1998年）174p。
14 兼島前掲書　176p。
15 兼島前掲書　179p。
16 同上
17 松岡政保著「波乱と激動の回想　＝米国の沖縄

統治25年＝」（自費出版　1972年）219p。
18 大田前掲書324p ～328p。
19 大田前掲書317p。
20 琉球新報1966年6月18日1面。
21 これについては、1966年6月22日に行われた沖縄

法曹会のワーナー民政官への申し入れに対し、ワー
ナー民政官が「たしかにタイミングは悪かったか
も知れない」と語ったと報道されている（ 1966年
7月23日琉球新報7面）。推測にはなるが、「巡回裁
判所の段階で移送命令を出すと、ことが全て明るみ
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に出て世論が強く反発するなど（民政府にとって）
好ましい展開にならない恐れがあるが、上訴裁判所
なら与しやすい」という考えが民政府側にあった
可能性も否定できないのではないか。

22 沖縄タイムス1966年6月18日夕刊1面。
23 琉球新報1966年6月17日1面
24 琉球新報1966年6月29日1面。
25 琉球新報1966年6月26日1面。
26 1966年6月25日衆議院予算委員会における勝間

田清一（社会党）の質疑、同年6月30日の参議院決
算委員会における岩間正男（日本共産党）の質疑
など。

27 前記の1966年6月25日衆議院予算委員会におけ
る勝間田清一（社会党）の質疑に対して佐藤は、「…
理屈よりも、こういう事態が起こったということを
私はまことに困った問題だと、かように思っており
ます。できるだけ早く円満に現地において解決が
できるように、これを心から望んでおる、いましば
らく推移を十分注視したい、かように思っておる次
第であります」と答弁している。

28 MEMORANDUM  OF  CONVERSATION（「ア
メリカ合衆国対日政策文書集成　第10期日米外交
防衛問題　1966 年　第 8 巻」（柏書房　2002 年）
193p。以下英文資料の日本語訳は筆者による。

29 ワトソンは前述の通り、裁判移送命令が明るみに
出た際は米国に出張しており、東京経由で帰沖した
が、立ち寄った東京ではライシャワーと会談してい
る。「 6月17日の高等弁務官の東京での途中降機の
際に、大使と将軍は調整の基本原則を議論する機会
を持った。両者は、大使館の考えるところでは、こ
の問題について合意に達している。大使館はゆえ
に、問題は解決され、報告することもなく、更なる
アクションも必要ないと思料する」とのライシャ
ワー大使名での本国への電報が残されている（「ア
メリカ合衆国対日政策文書集成　第10期日米外交
防衛問題　1966 年　第 8 巻」（柏書房　2002 年）
185p。このような両トップの会談があえて持たれ
たことは、それまでの間に、大使館と民政府の間に
様々な不協和音が存在したことをうかがわせる。

30 例えば、1966年12月のラスクの日本訪問に関す
るラスクへの説明資料（SECRETARY’S ASIAN 
TRIP December1966 Visit to Japan）には、日本
とのやり取りの際の答えぶりとして「我々は日本
政府が極東の安全のために沖縄における米軍基地
が大きな重要性を認識していることを承知してい
る。米国と日本の利益にとってこの基地が効果的
に維持されることは不可欠である」などと書かれ
ている（「アメリカ合衆国対日政策文書集成　第10
期日米外交防衛問題　1966年　第9巻」（柏書房　
2002年）303p。なお、この資料の作成は同年12月1
日付であるが、裁判移送問題に関しても触れられて
いる一方、翌2日にあると見込まれていた判決の見
通しについて何ら言及はなく、原告敗訴の場合に

は、「政治的な波紋」（political fall-out）があるか
も知れないとするのみである。したがって、国務省
は判決の見通しについて知らなかった可能性が高
い。

31 在日米国大使館のエマーソン駐日大使代理（公
使）は、1966年7月21日に安井総務長官から裁判移
送問題に関し善処の要望を受けたが、現地紙はこの
際のエマーソンの回答について「米側は本土政府
の憂慮しているほど住民動向を深刻に受け取って
いないし、布令布告の審査権を沖縄側に譲歩する考
えもないことが明らかになった」と酷評した（琉
球新報1966年7月22日1面）。一方のエマーソンは、
裁判移送問題について、同年9月2日の国務省あて
公文で「（この裁判移送については）行政命令の下
では合法的であり問題とならない。しかし適切で
あったかどうかは主観的な判断であり、大使館も国
務省も、大使館が承知する限り事前に相談を受けて
いない」等と民政府側に対する不満を露わにして
いる。更に9月13日の公文では、裁判官の任命など
琉球政府の「自治」の強化策は、「日本では裁判移
送問題の解決策ではなく別問題であると考えられ
ており」、また「日本人に本当に評価される唯一の
解決策は琉球政府裁判所に裁判を戻すこと」であ
ると大使館の見方を示し、「琉球の内政に関わるも
のであり、民政府の問題であって大使館が関わるも
のではないという立場を日本政府と世論との間で
取ってきた」としている。矢面に立つ場面ではそ
の時点での米国の公式の立場を表明せざるを得
ず、民政府の後始末をさせられているとのエマーソ
ンの不快感が鮮明に伝わってくる（「アメリカ合衆
国対日政策文書集成　第10期日米外交防衛問題　
1966年　第8巻」（柏書房　2002年）262p、270p、
272p。

32 沖縄タイムス1966年7月27日1面。
33 同上
34 後述する同年9月27日の会見で、エバンズ民政

府広報局長は「高等弁務官は、立法院が適当な基本
的な裁判所法を制定すれば、布告12号、13号の関
連規定を改廃し、琉球政府裁判所判事の任命権を主
席にゆだねるつもりである」と発言したと報道さ
れている（沖縄タイムス1966年9月29日1面）。
もっとも、それまでの間に判事任命権を琉球政府側
に移す方針は高等弁務官から示されていた（琉球
新報1966年7月31日1面）。

35 沖縄タイムス1966年9月29日1面。
36 1958年7月21日公布米国民政府布告第九号には

「設立　一、米国民政府民事裁判所（以下「民事裁
判所」という。）は、合衆国の市民権を有し、かつ
合衆国政府に雇用されている一人又は二人以上の
判事から成り、判事は琉球列島高等弁務官の権限に
よって正式に任命される」と規定されている。

37 1966年6月21日の現地紙には、「現在同裁判所（筆
者注：民政府民事裁判所）にはアイゼンスタイン
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判事しかいない」ことが報道されている（琉球新
報1966年6月21日1面）。

38 例えば、民政府の「広報誌」である「守礼の光」
第93号ではこの内容に沿った主張が詳細に示され
ている（「就任二周年を顧みて」3p 及び9p。）

39 一方で、「友利裁判」が米国にとってより重要で
あったとする見解もある。照屋寛之は、なぜ二つの
裁判が一緒に移送されたかについて「あくまで私
の憶測、私見」と断りながら、米国は「『友利裁判』
で友利隆彪が勝訴して議員になることを恐れた」
一方で、「サンマ裁判の方はそれほどアメリカに脅
威を与えるものでなかった」とし、「『友利裁判』と
『サンマ裁判』とを一緒にすることによって政治
色が薄らぐ、そんな風にアメリカは考えたのではな
いか」との見方を示している（山里孫存著「サン
マデモクラシー　復帰前の沖縄でオバーが起こし
たビッグウェーブ」（イースト・プレス　2022年）
257p。

40 もちろん、友利裁判において友利の当選を阻止
し、かつサンマ裁判において琉球政府が徴収した税
の還付を防ぐという実質的な理由を隠すため、二つ
の裁判に共通する裁判の争点である布令審査権の
問題をあえて民政府が前面に出した可能性もあり
得ないことはない。ただ、筆者は、金城秀三が「琉
球政府裁判所が布令審査権を持つことが民政府の
権限の簒奪であり、民政府の権威に対する小癪な挑
戦であると考えたことは明らかである」（「沖縄人
権問題の一側面　―布令審査制成立の過程―」世
界1968年10月号93p　岩波書店）とする見方に基
本的に同調する。おそらくは、布令審査権の問題に
加え、大田が指摘するような実質的な理由も民政府
の判断材料としてはあったのだろう。

41 大田前掲書250p ～254p。
42 この部分の原文は attorneys であり、大田は前掲

書において「弁護士」と訳している。確かにその
可能性もあるが、筆者は、文脈からすると弁護士の
みならず、広く判事、検事及び弁護士などの法曹関
係者を示していると考えるので、そのように訳して
いる。

43 琉球新報の裁判移送問題に関する記者座談会で
は、記者 D が「しかし、裁判は、わりとしっかりと
しているというが、三権のうちでは一番タブー視さ
れていながら案外、質の面で疑問を持っている人も
いる。ある人は、いまの判事、弁護士こそ国家試験
を経た有資格者でないのにむしろ布令で優遇され
ている、つまり布令弁護士、布令判事じゃないかと
悪口をたたくものもいる（笑い）」と発言している
（琉球新報1966年6月24日2面）。沖縄の人々の
間にもキャラウエイと同じような印象を持つ人が
一定数存在したことがうかがえる。
　なお、裁判移送問題の渦中にあった仲松上訴裁判
所首席判事も、大学卒業後に逓信省の官吏となった
とされているが、司法試験（あるいは高等文官試験

司法科）に合格したとの記述は複数の人名録中か
らは見つからない。

44 琉球新報1966年6月23日2面。
45 そう考えると、1966年6月16日の記者会見にお

いてリックスが、「上訴裁がどのような判断を下そ
うと当事者の一方は米政府（筆者注：民政府上訴
裁判所のことか）に上告できる」としながらも、「上
訴裁の判決前に米民政府裁判所に移管したのは時
間の節約である」といささか奇妙で苦しい説明を
していた理由が了解される。

46 米本国の陸軍省がこの問題をどうとらえていた
かは既存の資料からは判然としないが、先述の通
り、問題が明るみに出てから、陸軍省の幹部が急遽
二度にわたり沖縄を訪れ、改めて調査を行っている
ことからすると、少なくとも裁判移送命令の発出に
ついて事前に民政府側と陸軍省の間で十分な協議
がなされていたとは考えにくい。

47 米軍による北爆は、前年の2月より開始されてお
り、沖縄の軍事基地としての重要性が高まりつつあ
ることは自明であった。

48 実際、ワトソンの辞任を報じた現地紙は、「ワト
ソン高等弁務官を更迭」との見出しを付けている。
ただし、記事では、「今回のワトソン高等弁務官の
更迭が、ワトソン高等弁務官の失政によるものかと
いうと、必ずしもそうではないようだ」ともしてい
る（琉球新報1966年9月28日1面）。

49 USCAR 広報局写真資料092（写真番号260CR-
55_0606-02）沖縄県公文書館所蔵資料。
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〈海外短信〉

1．貴州省の概要

貴州省は、中国の西南地域に位置し、周囲は

重慶市、四川省、雲南省、湖南省、広西チワン族

自治区と接し、東南アジアとも比較的近い位置

にある。2023年時点で、貴州省の人口は3,865万

人であり、そのうち漢族が多くを占めるが、少

数民族（ミャオ族、プイ族、トゥチャ族、トン族、

イ族など）も約1,405万人と36% を占めており、

中国の中でも少数民族の割合が高い。実際、住

んでいて少数民族の衣装を着た人々や少数民族

のイベントなどを見ることができた。

面積は176,200km2 と日本の半分弱の面積が

あり、平均標高は約1,000m と高く、山間地・傾

斜地が多い。カルスト地形にも特徴があり、

2007年に中国南方カルストとして世界自然遺

産に登録されている。亜熱帯高原気候であり、

年間平均気温は16.9度、年間を通して気温が安

定しており、「冬場に厳冬なし、夏場に猛暑な

し」と言われ、中国の避暑地として夏場には観

光客が多い。2024年4月4日に初めて貴州省の

省都・貴陽市にある貴陽空港に降り立ったが、

筆者が20年間住んでいた日本の北海道のよう

な爽やかな感覚を持つと同時に、その後も北海

道に似ている気候であると何度も感じた。4月

から6月までは毎日のように雨が降ったこと、

夏場は暑くなったもののクーラーは使用するこ

となく、貴州大学の研究室等では扇風機で対処

できた。

筆者が貴州省で行った名所や特産品などにつ

いて紹介しておきたい。先に少数民族が多いと

いう話をしたが、まずミャオ族の集落・西江千

戸苗寨（せいこうせんこみゃおざい）を紹介し

たい。この村は、川に臨む小高い山に位置して

おり、遠くから眺めると、木造高床式の吊脚楼

の大集落が山一面に見渡せ、千軒にも及ぶ古い

家並みは山の斜面に幾重にも重なり、肩を寄せ

合うように連なっている所であり、行った際に

異文化を感じた。次に、青岩古鎮（せいがんこ

ちん）は、貴州省の四大古鎮の一つであり、600

年もの歴史があるプイ族、ミャオ族の街で明代

（1378年）に作られ、かつては明・清代の軍事

要塞であった所であり、行った際に当時を感じ

る雰囲気があった。

黄果樹瀑布（こうかじゅばくふ）は、アジア

最大の滝と言われ、幅101ｍ、高さ77ｍ、滝の

裏側に道があり、その裏側を歩いた際には滝の

水の迫力を感じることができた。貴州省は、大

中華人民共和国（以下、「中国」とする）の貴州省にある貴州大学における6か月間（ 2024年4月4

日から9月30日まで）の国外長期研修を終えて帰国した。本稿では、国外長期研修期間に活動した内

容等について報告する。

*吉本　諭

中国・貴州大学における国外長期研修の帰国報告

*長崎県立大学地域創造学部公共政策学科 教授
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きな橋も有名であり、交通機能に加え、観光ス

ポットにもなっている橋もある。省都・貴陽市

（2023年時点の人口は640万人）の中心部にあ

る甲秀楼（こうしゅうろう）は、明代から続く

建物で、科挙の試験において優秀な成績を修め

よという意味で甲秀楼と名付けられたと言われ

ている。夜になるライトアップされ、多くの人

でにぎわっていた。また、中国の思想家で陽明

学の創始者である王陽明（おうようめい）は、

貴州省で陽明学を完成しており、貴陽市には陽

明寺もあり、筆者も行った。

茅台酒（まおたいしゅ）は、貴州省を代表す

る特産品であり、高粱を主な原料とする蒸留酒

（白酒）で、国酒と称される高級酒である。食

べものについては、唐辛子文化であり、唐辛子

を利用した火鍋は辛さに特徴がある。食べもの

は、基本的に油や味も濃い目である。

貴州省は、従来、中国の中でも貧困人口が多

い地域の一つと言われてきた。しかし、近年は

高速道路、高鉄（日本の新幹線にあたる）、地下

鉄、空港など交通インフラの整備が進められ、

また省都・貴陽市内には高層ビルがいくつも建

設されており、自動車の量も多い。この10年で

大きく変わったとの話を聞いたが、実際、大き

く発展していることを目で見て感じることがで

きた。

主な産業は、農業、鉱業、観光業であるが、

2014年に貴陽と安順にまたがる貴安新区が国

家級新区に指定され、テンセントヤファーウェ

イなどのサーバー基地が建設され、2015年以降

は毎年、国際ビッグデータ産業博覧会を開催す

るなど、今ではビッグデータが貴州省の代名詞

となるまでに成長している。

なお、日本から貴州に行く場合は、筆者の場

合は、福岡空港・上海空港（浦東）・貴陽空港

の経路で行った。

2．貴州大学の概要

貴州大学のホームページ（2024年9月時点の

データ）に基づき、貴州大学の概要について述

べる。貴州大学は、貴州省で最も大きい大学で

あり、清王朝時代の1735年に設立された貴山書

院を淵源とし、大学としては1902年に設立され

た。120年以上の建設と発展を経て、国家211工

程重点大学、国家双一流建設大学となってお

り、「中国の特色、世界基準、貴州のニーズ」を

踏まえ、中国国内で一流かつ国際的に有名な大

学への発展を目指し、教育・研究・地域貢献な

どにスピード感を持った実践的な取組みが進め

られている。

キャンパスは、西キャンパス、東キャンパス、

南キャンパスと3つある。キャンパスの正門や

様々な所で使用されている「貴州大学」の特徴

ある文字は、中国建国の父と言われる毛沢東氏

が自ら書いたものである。また、歴史的な建物

として東キャンパスにある大礼堂と勉学堂があ

げられる。大礼堂は講演会場・集会場として、

勉学堂は研究会などに活用されていた。ちなみ

に、現在の中国共産党総書記である習近平氏も

1981年に貴州大学を訪れており、勉学堂での読

書会に参加している。

貴州大学には、現在40の学部があり、学部生

は3万5千人以上、大学院生は1万7千人以上と、

学部生と大学院生を合わせて5万2千人以上の

学生が在籍しており、また2,800人以上の常勤

教師を含む4,200人以上の職員がいる。図書館

も3つのキャンパスにあり、蔵書数は、393万冊

以上の書籍と374 万冊以上の電子書籍が所蔵さ

れ、合わせ767万冊以上となっている。筆者も

入館した西キャンパスの図書館は、大きさ・風

格ともに圧巻であり、中国らしさを感じること

ができた。またキャンパスごとに、陸上競技場、
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体育館もあり、食堂も複数ある。

授業は、朝8時開始、昼休みが12時から14時

30分まであり、その後20時50分頃まで行われ

ていた。1つの授業は100分（ 50分 +10分休憩

+50分）であり、授業と授業の間は20分である。

学生は原則、寮生活であり、学部生は6人部屋、

大学院生は4人部屋とのことであった。また、

キャンパスが広いため、校内バスが運行されて

いた（運賃は一律1元）。学生の様子として、大

学での授業が終わるとバスケットボールを楽し

んでいる様子が印象的であった。

余談であるが、筆者が貴州大学にいた折、6月

上旬に大学入学試験・高孝（ガオカオ）が実施

されていた。新聞のネットニュースで中国全土

の高考の志願者数が1,342万人との記事を見た

際、日本の大学入学共通テストの志願者数49万

人と比較して、その多さに驚くとともに、大学

受験の大変さを感じた。また、中国での大学院・

碩士課程（日本の修士課程）の志願者数は438

万人（2024年）であり、受験倍率も大学にもよ

ると思うが6 ～7倍との話を聞き、学部から大

学院へ進学することも難しい現状を知ることが

できた。

3．貴州大学外国語学院日本語学科の概要

筆者は、貴州大学では外国語学院日本語学科

に所属し、研究室も与えていただき研修活動を

行った。ちなみに、外国語学院では、英語、日

本語、ロシア語、フランス語、ドイツ語、韓国語、

スペイン語、ミャンマー語、タイ語など9つの

言語の外国語教育が行われている。

日本語学科は1979年に設立され、中国の西南

地域では歴史が長い学科であり、2024年で45年

となる。日本語学科には、学部生は毎年約60名、

碩士課程の大学院生（日本の修士課程にあた

り、修学期間は3年である）は毎年約30名が入

学している。その他、非日本語専攻の学習者も

毎年約200名がおり、教員数は、中国人教師15

名、日本人教師1名である。貴州大学には日本

語の書籍も20万冊以上あり、日本との大学等と

の交流については、広島大学、山口大学、千葉

大学、武蔵野大学などと大学間協定を結び、留

学生の派遣をはじめ長年友好交流を続けてい

る。

2018年には、日本の国際交流基金（日本の外

務省が所管する独立行政法人）と協力して「貴

陽ふれあいの場」（外国語学院223教室）が設

置されており、教室には、日本の書籍、マンガ（少

年ジャンプなど）、アニメ（鉄腕アトム、ドラゴ

ンボール、鬼滅の刃など）の原画も展示されお

り、貴州にいて日本に触れることができる場と

なっていた。また、日中文化交流や各種交流の

場としての役割に加えて、日本語学科の学生の

活動・自習の場として、教員の会議・研究会の

場として有効活用されていた。ちなみに、ある

日本語学科の学生は、幼いころから日本のアニ

メ・マンガ・ゲームに興味をもち日本語が次第

に理解できるようになり、日本語を専攻するに

至ったという話をしてくれ、これらのコンテン

ツが持つ国際的な影響力を知ることができた。

また、外国語学院の中には貴州大学日本研究

所もあり、こちらには多くの日本の書籍が配架

されていた。日本の元総理・羽田孜氏も貴州大

学を訪れており、看板の「貴州大学 日本研究

所」という文字は羽田孜氏が書いた文字であっ

た。

学生もよく勉強しており、日本への留学を目

指す学生、そのために日本語検定1級試験を受

験する学生、日本語スピーチコンテストで好成

績を目指す学生など、学生が努力している姿を

多く目にすることができた。
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4．貴州大学での筆者の活動報告

（1）授業の実施

貴州大学の先生から依頼を受け、貴州大学外

国語学院日本語学科の大学院碩士課程（日本の

修士課程）1年生（ 26名）を中心に、日本に関

する授業（特別講座）を日本語で4回実施した。

1回目の授業は、4月24日に「統計データで

みる日本・長崎県の人口動向と経済」（於外国

語学院223教室）、2回目の授業は、5月15日に「事

例をとおして考える日本と中国の観光」（於外

国語学院223教室）、3回目の授業は、6月7日に「日

本の食・食文化についての事例紹介と一考察」

（於博学楼222教室）、最終4回目の授業は、8月

27日に「日本の大学生の就職と大学院進学状

況についての紹介」（於外国語学院223教室）

の内容で実施した。大学院生の授業は1回120

分で行った。

毎回、出席者に授業の感想文を書いてもらっ

たが日本語が上手なことに驚くとともに、聞

く・読む・話す・書くの4技能の基礎ができて

いることを感じた。1回目の授業では講義の後、

「日本の都市と地方の状況と中国の都市と地方

の状況を比較して、同じところ異なるところ

は」という題目でグループ・ディスカッション

をしてもらった。活発な議論に加え、最後にグ

ループで話し合ったことを各グループの代表者

に発表してもらったが、話の内容や話し方が日

本の学生とあまり変わらない上手さであった。　

（2）先生方の授業見学

貴州大学での授業の方法を学ぶため、9名の

先生方に授業見学の依頼をし、それぞれ学部2

年生もしくは3年生の授業を1回ずつ見学させ

てもらった（4月8日、4月23日、5月22日、5月

29日、6月3日、6月12日、6月14日2つ、9月2日）。

講義形式の授業に8回、日本概況に関するプレ

ゼンテーションの授業に1回出席させてもらっ

た。朝8時からはじまる授業もあったが、遅刻

をする学生がいなかった。講義形式の授業で

は、第2言語の修得に関する授業、日本の小説、

日本語の文法、卒業論文の書き方に関する授業

などに出席した。

多くの授業はパワーポイントを使用して進め

られ、タブレットでノートやメモをとる学生を

多く見かけた。また、テキストはあったが、見

学 し た 授 業 で は 配 布 資 料 は な く、 事 前 に

WeChat 等で共有もしくは授業時にパワーポイ

ントを写真撮影していた。

とりわけ、卒業論文の書き方に関する授業

は、日本の大学ではあまり聞いたことがなく、

参加した日は、学生が1人ずつノートパソコン

を教室に持参し、参考文献の書き方、脚注のつ

け方についての授業が行われていた。また、日

本概況に関するプレゼンテーションの授業で

は、日本の伝統文化などについて1人ずつパワ

ーポイントを使って日本語で発表が行われてい

た。日本語を良く練習していることが伝わる報

告であった。参加した多くの授業の最後に、担

当の先生からの勧めで、筆者から授業の感想に

ついて話をさせてもらった。

（3）碩士論文報告会への参加

5月23日と24日の2日間行われた日本語学科

の碩士論文報告会に参加した。先述したとお

り、碩士とは日本の修士にあたる（修学期間は

3年間）。2日間とも8時30分から17時まで2つ

の会場（外国語学院の202会議室と216会議室）

に分かれて28名の審査が行われた（ 1会場・1

日あたり6～8名の審査、報告+質疑応答に1人・

40分前後）。学生はパワーポイントを使っての

20分前後の報告の後、教員との質疑応答であっ
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た。

2つの会場でそれぞれ、貴州大学の教員3名

と他大学の教員2名（貴州民族大学・重慶交通

大学の教員、貴州黔南科技学院・貴州財経大学

の教員）の合わせて5名の教員が審査を担当さ

れていた。加えて、会場ごとに質疑応答などの

書記をする教員1名も同席されていた。報告の

際は、パワーポイントの資料だけではなく、碩

士論文自体も審査教員に渡され審査が行われて

いた。教員の質疑が活発であり、学生も一生懸

命に質問に応答していたことが印象的であっ

た。

（ 4）日本への留学・インターンシップ報告

会への参加

4月19日に外国語学院226教室で開催された、

日本への留学・インターンシップ報告会に参加

した。留学先の報告は、貴州大学と交流関係が

ある山口大学と武蔵野大学に留学した学生の報

告、インターンシップについては福井県の勝山

スキー場で行った学生の報告等であった。イン

ターンシップについては1人約3カ月間行って

おり、スキー場でのスタッフとしてアルバイト

も兼ねて働き実践的なインターンをしていた。

留学やインターンシップの合間にも日本の様々

な場所に行ってきたことも報告があり、中国の

学生の活発さと行動力を感じた。また、一人一

人が感じたこと・思ったことを自由な雰囲気で

報告していたことが印象的で、大変さの中にも

楽しかったことが伝わってくる報告会であっ

た。

（ 5）日本語スピーチコンテスト等の審査員

を担当

8月30日に、日本語を第1外国語としていな

い学生の日本語スピーチコンテスト（テーマは

「異文化を感じる瞬間」）、9月21日には日本語

を第1外国語としている学生の日本語スピーチ

コンテスト（テーマは「中国の龍」）の審査員

を担当した。学生1人当たり3 ～5分程度のス

ピーチがあり、筆者を含め5名ほどの先生方そ

れぞれが採点項目ごとに点数をつけ、点数の高

い順に、特賞、１等賞、2等賞、3等賞が決まって

いた。

また、コンテストの運営は、司会を含めてす

べて学生が行っていた。皆、コンテストに向け

て練習を積んで臨んでおり、各自の練習の成果

を披露していた。貴州大学内でのコンテストで

上位になった学生は、さらに練習を積んで西南

地域の大会や全国大会などに進む仕組みとなっ

ており、選ばれた学生はそれらの大会でも受賞

していた。このような経験が学生の自信につな

がり、さらに日本語を習得し上達することへの

意欲につながっている。

余談であるが、5月22日には、日本語の寸劇コ

ンテストの審査員も担当した。学生数名が１つ

のグループになり演劇をするもので、舌きり雀

などがコミカルに演じられていた。これらは学

生が日本の文化等を学んだことを表現・披露す

る場となっていた。

（6）研究会・学科会議への参加

日本語学科の先生より案内を受け、研究会や

学科会議にも参加させてもらった。5月19日に

は、貴州省で日本語を教えている大学・学院の

先生方が、貴州大学外国語学院に集まり、日本

語に関する書籍出版に向けた編纂交流促進会が

行われた。筆者も参加させてもらい、執筆を担

当する先生等の研究報告を見学することができ

た。

また、7月10日・11日・12日の3日間、貴州大

学で行われた日本語翻訳等に関する研究会にも
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参加させてもらった。中国外文局の先生、天津

外国語大学の先生などが報告されたが、初日の

中国外文局の先生による報告後の質疑応答の際

には、筆者から、「中国と日本の文化の違いにつ

いて長年日本を研究して来られた先生の立場か

らどのように思われますか」と質問し、「中国

人は大きく物事を捉えること、日本人は繊細に

物事を捉え、侘び寂びをはじめ独特の感性を持

っていること」等の回答をいただいた。

日本語学科の学科会議にも、5月13日と6月5

日の2回参加させてもらった。5月13日は筆者

が初めて学科会議に参加したので、筆者の自己

紹介の後、日本語学科の先生方が自己紹介して

くださり、その後、教務関係の会議が行われた。

6月5日は日本語学科の教育研究活動報告会で、

先生方が活動報告をされる様子を見ることがで

きた。

（7）交流会・大学行事への参加

貴州大学の中日文化交流会に3回参加させて

もらった。1回目は4月14に貴州大学の近くに

ある花渓公園での花見交流会が行われ、桜の時

期は過ぎていたが、春の陽気とバラや緑が美し

い公園で、貴州大学の学生や先生たちと会話や

歌を楽しんだ。2回目は4月27日に、外国語学院

で行われた中日茶文化交流会に参加した。日本

の山口大学に留学されていた貴州大学の先生が

日本の茶道を長年習われてきており、講師とな

って筆者や学生たちに日本茶の作法について日

本文化体験室（和室）で教えていただいた。そ

の後、貴陽ふれあいの場（外国語学院223教室）

に場所を移し、中国茶の入れ方の作法を中国人

のお茶の先生から教えていただいた。3回目は5

月19日に、外国語学院・貴陽ふれあいの場（外

国語学院223教室）で行われた日本料理交流会

に参加した。おにぎり、みそ汁、カレーライス、

たこ焼きを学生たちと一緒に作り食したが、と

ても美味しくできた。なお、花見交流会と中日

茶文化交流会の様子は、貴州大学外国語学院の

ホームページに掲載された。

また9月上旬には、日本の国際交流基金の職

員の方2名と日本の大学生7名が日本語学科に

交流に来られた。筆者も誘いを受け、9月6日の

貴陽ふれあいの場での交流会と9月７日の西キ

ャンパスの体育館で行われたスポーツ交流会に

参加した。

大学行事にも参加した。6月30日に卒業式が

東キャンパスの運動場で開かれ、小雨模様であ

ったが卒業する晴れやかな学生たちの笑顔が見

られた。また、9月4日には入学する学部生・大

学院生合わせて1万4千名の入学式が西キャン

パスの運動場で行われ、学生たちの凛々しい様

子を見ることができた。　

ちなみに、貴州大学の2024-2025年の学年暦

を見ると、2学期制（セメスター制）であり、新

年度となる第1学期（秋冬学期）は2024年8月

26日から2025年1月10日まで、40日あまりの

冬休みを挟み、第2学期（春夏学期）は2月24

日から7月11日まで、その後、40日あまりの夏

休みとなっていた。

5．各種の活動

（ 1）佐賀県青少年友好交流団の貴州訪問に

同行

貴州省と1999年より長年交流活動を続けてき

ている日本の佐賀県の青少年友好交流団55名

（佐賀県職員5名・高校生20名・大学生30名）

が、8月16日から8月22日までの6泊7日の行程

で貴州省に来訪され、交流活動が行われた。貴

州大学の大学院生・学部生など数名もサポート

として交流団に同行するのに合わせ、筆者も初
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日（貴陽空港での出迎え）から最終日（貴陽空

港での見送り）まで同行させてもらった。

8月17日には、貴州省人民対外友好協会・貴

州省青年連合会主催による貴州大学での交流会

の開会式とその後の中日学生の交流活動をはじ

め、青岩古鎮、西江千戸苗寨、中国天眼（FAST・

世界最大の電波望遠鏡）、壩陵河大橋（大橋が多

い貴州省の中でも有名な大橋の一つ）、黄果樹瀑

布、国家大数据（貴州）総合試験区展示中心（国

家ビックデータ展示センター）などを見学する

ことができ、貴重な体験となった。

（2）貴陽国際ビッグデータ産業博覧会の見学

先述したが、貴州省は中国初のデータセンタ

ーモデル基地として国の認定を受け、2015年か

ら毎年、貴陽国際ビッグデータ産業博覧会が開

催されており、中国のビッグデータ産業をリー

ドする位置づけにある。2024年8月29日に、10

回目となる国際ビッグデータ産業博覧会に見学

に行った。テンセントやファーウェイ等をはじ

め沢山の企業が展示ブースを出しており、AI

を活用した先端技術をはじめ様々な技術製品を

見ることができた。多くの技術製品を見て、中

国の場合、企業だけではなく、人々の生活にも

スマート技術が普及していることを感じること

ができた。

（3）貴州省国際友好都市交流協力会議への参加

貴州大学より案内を受け、9月9日に、貴州省

国際友好都市交流協力会議に、貴州大学に来て

いる海外からの留学生とともに参加した。貴州

省人民政府の要人をはじめ、貴州省と友好関係

にある、リベリア、ラオス、タイ、スリランカ、

モンゴル、ベラルーシ、韓国、日本など15か国・

32都市の地方政府の要人・関係者が出席した

大規模な会議であった。日本からは貴州省と長

年交流を続けている佐賀県と群馬県からの交流

団が参加されていた。会場の大きさ・7か国語

の同時通訳など、このような国際会議には初め

て参加したため良い経験となった。

6．貴州での日本食の現状

筆者は、農業経済を専門としているため、日

本の食の販売状況についても見学した。貴陽市

内のスーパーマーケット・コンビニに行くと、

日本企業の食品・飲料を見ることができた。日

本の食品・飲料メーカーは、基本的に中国で現

地法人を作り中国で加工・販売している。ただ

し、輸入商品を扱っている値段が高めのスーパ

ーマーケットに行った際には、日本から直接輸

入している商品も多く見ることができた。

日本食の飲食店にもいくつか行ってみた。日

本料理のお店では、さしみも出されたが、日本

とほとんど変わらない鮮度・味を確認すること

ができた。回転寿司のお店もあり行ってみたと

ころ、こちらも日本とほぼ同じメニューで鮮

度・味ともに日本とほとんど変わらなかった。

中国内陸部でも食材の確保や、鮮度を保持した

ままの流通ができていることも知ることができ

た。米・肉類・野菜・果物についても、豊富な

種類と量、値段が安いと感じた。そして、中国

では、日本食だけではなく、世界の国々の食（生

鮮品・加工品・外食）を食べることができるま

でになっていることも知ることができた。

余談であるが、日本語学科の学生の中には日

本に留学・旅行に行き、日本食を良く知ってい

た学生もいたこと、多くの学生がハイブリッド

米の父・袁隆平（えんりゅうへい）氏を知って

いたこと、そして中国ではスマート農業が展開

され農村振興に寄与していること、を記してお

く。
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7．貴州で生活をしていて感じたこと

貴州（貴陽市）で生活をしていて、道路、空港、

高鉄（新幹線）、地下鉄、高層ビルなどの建物等

のインフラが整ってきており、さらに建設・整

備が進められている様子を知ることができた。

技術製品についても、自動車の普及とりわけ電

気自動車の普及やドローンなど、日本円にして

も高額と思われる商品を多く見ることができ

た。とくに中国製の AI 機能が搭載された電気

自動車の機能の充実度はこれまで日本では見た

ことのないようなものであった。中国における

AI・電気自動車などの先端技術（スマート技

術）の普及の速さを感じた。

そして何より、スマートフォンで人が動く社

会であった。スマートフォンは、電話・メール

としての機能は一部にすぎず、生活する上での

社会基盤となっている。個人・組織間の連絡・

やり取りは Wechat で行われ、情報伝達スピー

ドが速い（中国国内での連絡・やり取りでは E

メールは一切使用しなかった）。お金の支払い・

やり取りもスマートフォンであり、今ではコン

ビニなどでも指紋認証・顔認証で決済が可能な

ところまで来ている。子供からお年寄りまで情

報リテラシーが高く、貴州で外出する際は、ス

マートフォンと家のカギさえ持っていれば外出

できた。将来的に、あるいはすでになっている

地域もあるのかもしれないが、中国では何も持

たずに外出できる社会も近いのではないかと感

じた。そして何より人材の厚み・その多さが印

象に残った。

余談であるが、中国で生活をしていて、夜に

なると人が多くなり昼間よりも賑やかだったこ

と、生活に必要な食費・光熱費・交通費・通信

費（電話代・Wi-Fi 代）は日本よりかなり安い

と感じた。

8．おわりに

中国・貴州大学での6か月間（ 2024年4月4

日から9月30日まで）の国外長期研修での活動・

体験・経験をとおして、筆者自身、教育・研究

をはじめ多くの知見を得ることができた。そし

て、この経験を今後の教育・研究などに活かし

ていければと思っている。

研修期間も終わりを迎えようとしていた9月

下旬、貴州大学外国語学院日本語学科の先生

方、大学院生、学部生それぞれから、筆者のた

めに送別会を開いていただいた。先生方の送別

会では、外国語学院の副院長である王暁梅（お

うしょうばい）先生をはじめ日本語学科の先生

方より、貴州省の省都・貴陽市の名所である甲

秀楼を形どったミャオ族の刺繍の置物をプレゼ

ントしていただいた。中国から帰国後、この置

物は長崎県立大学佐世保校にある筆者の研究室

に飾っている。貴州でお世話になったすべての

方々に感謝しつつ、そして再び貴州に行く機会

があることを願い筆をおきたいと思う。

謝辞

貴州大学外国語学院の副院長である王暁梅先

生には、受け入れにあたり多くのご尽力をいた

だくとともに、研修期間中も多くのご配慮をい

ただきましたことに御礼申し上げます。日本語
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入国前の様々な手続きに加え、研修期間中、大

学での活動および生活上の不便がないようご尽

力をいただきましたことに感謝申し上げます。

また、日本語学科の各先生方にご配慮いただき

ましたこと、日本語学科の大学院生・学部生の
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立大学の浅田和伸学長、地域創造学部の綱辰幸

学部長、地域創造学部公共政策学科の黒木誉之

学科長をはじめ、長崎県立大学佐世保校の先生

方そして公共政策学科の先生方に、応援と学内
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